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　家 政 学の 研 究 領 域 は多様 で ある 上 に ，対象 とな る 生 活実践，教育実践 の 場 は さ らに 個 性的 ・独自

的で あ る．こ の よ うな研 究 ・実 践 の 現 実 にあ っ て ，多 くの 領域 を視野 に 収め なが ら多様 な価 値 に も

とつ く種 々 の ア プ ロ ーチ を相互 に 理 解 し，認 め あ っ て い くこ とは 困難 に も思 え る が，ます ます 複雑

かつ 課題 の 多 い 今 日の 生 活状況 に 生 きて い く姿勢 と して，「知」の 多様性を積極的 に 認 め て い こ う

と す る機運 もジ ワ ジ ワ と感 じ ら れ る こ と は救 い で あ ろ う．そ こ で ，家 政 学 が 自然 科学 に基礎 を お い

た研究方法 に か な りの ウエ イ トをお い て きて い る と考え られ る の で ，研究方法上 の 広が りを期待し

て ，と か くそ の 対極 に 位 置づ け られ て い る事例研究法 を本講座 で と りあげる こ とに した．

　事例研究法の 名の もと に 私 た ちは な に を一
般的に か つ 共通 に 理 解 した ら よ い の か

，
そ の 特質な ら

び に 独自性 は なに か，そ れ は い か に して 家政 学 の 研究 と実践の 発 展 に寄与す る こ とが で きる か に つ

い て 少 しで もモ ヤ の 晴 れ 間が 見える こ とを願 っ て い る ．

事例研 究法 とは な に か

武　藤　安　子

　 1．は じめ に

　学 問 の 研 究 法 と し て の 事例 研 究法 （case 　study

method ）と い う語義 は あ い ま い で あ り， 事例 研 究

（ease 　study ）と混同して 用 い られる こ とが多い ．

　事例研究 と は
，

一
般 的な原 理 や 普遍的概念 を求 め る

ため とい うよ りは む しろ，多面的な資料か ら個 々 の 事

例 （case ）の 問題性 を把握 し，その性格の 理解を深め，

そ れ に対する問題解決 の た め の 対応を 立 案する の が 目

的の系統的，総合的な ア プ ロ
ー

チで あ り， 臨床者 ， 実

践者の B常的な方法で ある．こ れ に 対 して ，事例研 究

法は研 究方法論 の 一一・つ で あ り，事例研究の ア プ ロ
ーチ

を用 い て ある科 学的な問 い かけに答えようとする こ と

を目的 とす る と 定義され る．こ こ で は ，事例研究法を

主 に後者の 語義に お い て 用 い て い くが，引用
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献 の 中で 必ず しも明確に分け て述べ て い る とは言い 難

い 場合 もある こ と をお断 り し て お く．

　事例研究法は，広範囲の 学問領域，とりわけ人間科

学に お ける実践的，臨床的領域 で 多 く用 い られ て い る

研究法で あり，医学，心理学，法律学，経営学 ， 社会

学な ど の 科学 は
， 事例研究法を主要な研究方法 の

一つ

として 重視 して い る ．し か し，各領域 に よ っ て そ の対

象，目的，用 い られ方 は多様で あり，事例研究法 とし

て 一括 りに して 述 べ る こ と な困難 で あ る ．例 えば
， 法

律学に お い て は，事例 となる もの は判例 であ り，事例

研 究法 は
， 判例研 究 また は 教授法 （case 　method ） と

して 用 い られ て い る こ とが多 い ．法律学，経営学 の 分

野 で は，教授 法 と して の 事例研究法を重視 し て お り，

事例 を学習の 素材 として取 り上げ ，
ケ ー

ス の 分析 ・討

議をとお して 自己の 分析力，判断力を培 う こ とが 目的

とされ て い る．近年は，多 くの専門分野 にお い て も，

教授法 として 事例研 究法が用 い られ て い る ようで ある ．

また，社会学に お ける事例研 究法は
， 社会調査 を進め

る手続 きと して 位 置 づ け られ，対象は
一

つ の 杜会単位

（個 人 ， 家族，集団，地域社会）の 全生活過程 （ある

い は そ の 若干 の 側面〉で ある とされ て お り，事例 をそ

れがお かれ て い る 社会的文脈 に お い て詳細 に記述 し，
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一
般 的法則 を見 い だ す こ と が 目的 と され て い る ．さ ら

に ， 医学 に お い て は ， 事例 は疾病 の 症例 で あ り ， 事例

研究法は，その 症状をあらわす ケ
ー

ス を対象とす る症

例研究を指す．

　心理学におけ る事例研究法は ，他の諸科学の対象に

比 べ て 著 しく特殊で あ り，極め て 複雑 で ある とされ て

い る．もともと科学 として の 心理 学は，実験心理学 に

範を と っ て確立 した歴史があるが ，推計統計学 の 導入

に よ り， 心理学研究法は 自然科学的手法の 基本に則る

こ と を もっ て 科学的 と す る傾 向をます ます強 め て きた ，

しか し，統合的，社会的存在 で ある 人間 を対象 として

研究する場合，自然科学の パ ラ ダイム をそ の まま適用

しようとす る 必要があ る の か どうか，常 に議論が分か

れ る とこ ろ であ っ た ．人 は
， 輻輳する 関係状況に お い

て 生存，生活す る存在 で あ り ， しか もそ こ にお い て 客

観 と主観 を相対化 させ る こ と の 困難 な個 々 人 の 心理機

制の 理解を含むもの で ある な らば，こ れ を研究的 に と

らえ る際に とりうる ア プ ロ ーチ の 多様性 をもっ と積極

的に認め るべ きで ある とい うの で あ る ．

　
一

方 ， 心理学 の 中 で も臨床科学 の 基礎は
， 特にそ の

初期 に お い て は ，個 々 の 事例 の 徹底 的な研究 で あ り，

今 日集積 され て い る多 くの 知識 や 理論 は，事例研究法

に よ り得ら れ た知見 を通 じ て発展 し て きた と言 っ て も

過言で はない ．一例を挙げれば，フ ロ イ ト （Freud，　S．）

は
， 神経症患者 の 臨床例 の 検討 に よ っ て 精神分析論を

定式化 し，そ の 後 エ リク ソ ン （Erikson，　E．H 、）も青年

期 の 臨床例 に おけ る 洞 察か ら自我 同
一

性 の 概 念 を発展

させ る な ど，両者 とも臨床科学 の み な らず，20 世紀

の 人間科学 に多大な影響を与えて きた．し たが っ て 臨

床心理学な ど の 分野 で は
， 事例研 究に よ る ア プ ロ ーチ

が ， 人間行動 の 洞察や 臨床論 の 定式化 ， 臨床技法の 開

発 と発展に寄 与す る もの として，事例研究法 は心理学

研究法と して
一
定 の 地位を占め て い る．

　 しか しなが ら，
一

般的に は，研究の 科学性の 強調と

とも に事例研究法 の 位置づ けや 評価が むずか し くな り，

方法論 と して の 事例研究法 の 位置 づ けを明確化 しよう

とする動 きは こ こ 数年 の 心理系諸学会 の 大会，学会誌

で と りあげ られ，継続 して 論議 されて きて い る．例 え

ば比較的若い 学会で ある発達心理学会の 学会誌 「発達

心理学研究」 の 創刊号 の 「意見」欄に は，臨床的観察

法 ， 現 象記述 的手法 な ど を 用 い た 研 究
一

因 み に こ の 領

域 にお い て 多大 な貢献 を した ピ ア ジ ェ （Piaget，　J．）の

発 達論 の構築 を支 えた研究方法 は こ の 流れ に 位置 づ け

ら れ て い る が 一を，
一

般に は事例研究法 とは呼び に く

い が
， 事例 に 基 づ くと い う共通項 の もと に事例研 究と

位置 づ け た 上 で
， 「事例研究 の あ り方 と発 表の 仕方 を

め ぐっ て 」（岩立 1990）と い うコ メ ン ッ が掲載 され，

さ ら に次号の 同欄に そ れ を受け た議論 （鯨岡 1991）

が 展開さ れ て い る．誌上か らは，調査的 ・実験的な ど

の 統計的方法の 範疇に 入 りに くい 「ある種」の研究法

を
一

括 して 事例研 究法 と して位置づ け るか の よ うな傾

向 に対 して 疑問 を投げか けた 上 で ，もしそ れ ら を事例

研究法と して 位 置づ け る ならば，事例研究法の 独 自性

とそ の 意義に つ い て の認識 を よ り深め て い くこ との必

要性を主張する議論と して 受け取 る こ とが で きた．つ

ま り，事例研究法と は何か と い う こ と 自体 ， 研 究者間

で か な りの ズ レがあ り，む しろ 「ある種」 の 研 究法 を

新 しい ジ ャ ン ル と し て 扱 う こ とを提 唱す る動 きは，心

理学 の 領域に お い て古 くて新 し い 主張で もあっ た （続

1975；や まだ 1997＞、

　筆者は ，こ れ まで 保 育 ・発達 臨床 の 領域 に お い て ，

実践研究 （ア ク シ ョ ン リサ
ー

チ） に事例研究法を多 く

用 い て研究 を行 っ て きた の で ，今 回は，主 に 心理学関

連領域 にお い て 交わ され て い る論点に ふ れ なが ら，事

例研究 法に つ い て の 基本的な ガ イ ドラ イ ン を述 べ ，次

回 に 具体 的な研 究事例 を挙げて 家政学研究に お け る事

例研究法の役割，あ り方な どに つ なげ て い きた い ．

　2．事例 研 究法の 区 分

　広域科学 を認 じる家政学にお い て は ，そ もそ も事例

研究法その もの に馴 染み の な い 分野 もあろ うか と思 う．

本学会誌に も事例研究法を用 い た研究は ご くわ ず か し

か登場 して い な い 現状か らみ て，事例研究法の 区分，

研究法に お ける そ の位置づ けか らまず論 じる の が適切

か と考える ．

　今 で は 狭義に類す る 枠組み に位置づ け られ て い る よ

うだ が ，臨床心理学 の 立場 か ら研究 の 目的 に よ っ て 整

理 され て い る伝統的な事例研究法の 分類に つ い て まず

提示 して お きた い （河合 ユ976）．

　（1） 特異な事例の 報告 （きわめ て特殊な事例の 診断 ・

　　治療例 の 報告）

　  　新 しい 技法 の 提示 （事例 を通 じて 行う新 しい 技

　　法を示す）

　（3） 新 し い 理論 ・見解の 提示 （事例を通 じて 新 しい

　　理 論 と そ の 検証過程 を示 した り
，

あ る 症状 に つ い

　　て の 心的 メ カ ニ ズ ム の 解釈な どにつ い て の 新 しい

　　見解 を示す）

　（4） 現行学説へ の 挑戦 （事例 を呈示 し，学会等 の 通
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事例研究法 をめ ぐっ て

　　説 の 否定，批判 し，修正 を求め る〉

　（5） 仮説 と理論 の 証 明 と確認 （提示さ れ た理論を事

　　例 に よ っ て 証明 し，そ の過程を明らか にする）

　（6） データ の 集積 （普遍 的 な 理論化や体系化 に向け

　　て事例を集積して い く）

　（7） 集団 ・コ ミ ュ ニ テ ィ
ー

研 究 の ため の 事例 調 査

　　（事例 を多 く集め る こ とに よ り，ある集団，住民

　　 の
一

般的傾 向を発見する〉

　しか しなが ら，こ の よ うな臨床研究に おける分類は
，

事例研究法と して の 共通性 は多 く基盤 に もちつ つ も ，

対象の 臨床的 ・病理的特性 として 区別 して 扱 い ，こ れ

ら を事例研 究法 の
一

分野 と し て位置 づ け る分類の方が

今 日
一

般的な よ うで あ る．例 えば，発達研究の分野 に

お い て は，や は りそ の め ざす 目的 に よ り次に 示すよ う

な事例研究法の 区分が な さ れ て い る （荻野 1993）．

　（1） 個入 の 問題解決を目的とす る もの （心理療法の

　　実践研 究 と して の もの
， 主 と し て 臨床心理 学の研

　　究で な される もの ）　 〔筆者注 ：上 記分類 は こ れ に 相

　　当す る と位置づ けられ て い る 〕

　（2＞ 日常的経験，常識的判断で は予測不能な特殊ケ

　　ース の 報告を目的とす る もの （記録的 な価値をも

　　つ と考え ら れ た り，先行理論の 反証 とな りうる貴

　　重 な事例 と して 報告 す る もの ）

　  　普遍的 なデ
ー

タをめ ざすが ，研究実施上 の 制約

　　か ら，とりあ えず 1事例 もしくは少数事例 で の デ

　　ータ の提出を図る もの （多人数の デ ータ を得るの

　　が むずか しい 縦断観察研究な ど）

　（4） 個人 の 内的統合性 を重視 し
， 個 人を深 く追求す

　　る こ とで 個人内 の 普 遍性 を明 らか に した り ， 個人

　　を見 る捌 の 視点 く研究者や 社会が もつ 暗黙 の 理論〉

　　の 明確化をめ ざすもの （現象学的ア プ ロ
ー

チ に よ

　　る研究など）

　な お
， 同 じ く事例研 究 と呼ば れ て い て も

， 行動分 析

学の分野か ら発達 して きた 「シ ン グル ケ
ー

ス 研究法」

は，上述 の 事例研究法 と は 異な る 方 法論 に 基 づ くもの

で ，こ こ で は区別 して扱 う．

　3．事例研 究法の位置づ け

　さて ，事例研究法を論 じた り， 位置 づ け る 際 の 出発

点 として ，い くつ か の 枠組みが論 点に必 要な文脈に応

じ て 用 い ら れ る こ とが 多い ようで あ る ．

　
…

つ に は
， ある研究の方法論 を吟味する際に ，研究

法 の 基本的次元 を二 分 して 位置づ ける こ とを出発点に

す る こ と は多 い が，と りわ け事例研 究法 を位置 づ け る

際 に よ く引 き合 い に 出 され る の は
，

ドイ ツ の 哲学者が

科学 を二 分 し，自然科学 に 対 して 歴史科学 （こ の 場 合

は狭 く歴 史学に 限 らず文化科学全般 を意味す る と され

て い る ）を基 礎づ け た や り方 の 影 響 を受 け て，オ ル

ポ ー
ト （Allport，　G．W 、）が 提 示 し た，「法則 定立 的」

nornothetic な ア プ ロ ーチ と 「個性記述的」idiographic

な ア プ ロ ーチ と の 対比 で あ る ，オ ル ポ ートは
， 心理学

に おけ る 人格研究に お い て 「個 人的 ドキ ュ メ ン ト」 を

採用 した事例研究法を行うこ とを促 して い るが，その

著作 （Allport　1942）の 中 で ，上 記二 様式の 利用法 に

嘗及 し，自然科学は，常に同
一の仕方で多数回的に 生

起す る事象の 普遍性 な い し，恒常不変な特性を 自然法

則的に把握 しよ うとする方法 とい う意味で法則定立的

で ある の に対 し て ，文化科学はそれ とは異な り，現前

す る事象 の
一

回的 内容 を そ の 独自性な ら び に 全体的ゲ

シ ュ タル トに お い て 把握 し，そ れ を個性記述的 に検討

さ れ る べ きで あ る と主張 した．こ れが以後，事例研究

法の 価値の有力な根拠 と し て 引き合 い に だ され て くる

の で ある．

　オ ル ポ ートは
，

“
法則科 学 が

，
ま さ に

一
般原則の 理

解 を助 けるために単
一一事例 を採用 し，一方歴史科学が ，

まさ に単
一

事例 の 理解 を助 け る た め に 一般原則 を採用

する
”

と述べ て 二 つ の方法の 両立性 を主張して い た が，
一

般 的 に は，事例研究法 は，「個性記述 的」方法に 位

置づ けら れ て 論 じられ る こ とが多 い ． こ れ らの こ とに

つ い て は，高瀬 （1975）， 吉 村 （1989） らが 詳 しく論

じて い る の で ，それ らを参考 に しなが ら述 べ る こ とに

な る が
，

二 つ の 方法論的立場 は 互 い に 対峙 し本来相容

れ ない 二 分法的性質の もの か，ある い は相互補完 的関

係に ある の か，従来より議論が展開され て い る もの で

あ る．

　「個性 記述的」方法が ，人や事象 を歴史 的 に と らえ

る，す なわち時系列 の 中 で 人 や事象 の 個性的，独 自的

変化を とらえ る が故に ，対象の
一

回性，現前性 を強調

する観点に 重 きが 置か れ る わけ で あ る が，こ の こ とに

つ い て 吉村は
， 「個性記 述的」方法と他の方法 とは基

本的姿勢に 異 なる特色 があ る の だ と述 べ て い る ．上 記

観点に 立 て ば，当然，
一

つ の あ る い は 少数 の 具体的事

例 の 検討 を尊重す る こ とに な る．そ こ で は，多数 の 事

例に共通 する普遍的法則性 を （因果説明的に）求め よ

うとする態度は採 らず，現前す る事例 を全存在 として

捉えよ うとす る．個々 の 事例 にはそれ固有 の 環境 と諸

要因の ダイナ ミズ ム があ り，それを最 大限に尊重 して

事態 の 理 解 と制御 を 目指そ うとす る姿勢 で ある．しか
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しこ れ は ，研究対象 に つ い て
， 他と は 異な っ たそ の 個

の特異性 を明 らか に す る 姿勢 よ り達成で き る もの で は

な い ．個人 の特殊性 を問題 とする研究は
， すなわ ち個

人差の 研究 は，「法則定立 的」方法 に お い て も行 わ れ

る が，そ れ は む し ろ大標本を観測 し，そ の 分布の 中 に

各人 を位置づ け る
， 言 い 換えれば平均的基準を同定 し，

そ こ か らの 逸脱度 を検 討す る平均的 ア プ ロ ーチ の 上 に

成 り立 っ て い るもの で あ る．した が っ て個を集中的 に

検討する事例研究と，集団の 把握が前提 となる こ の よ

うな個 人差研 究 とは基本的姿勢が異 な っ て い る とい う

の で あ る．

　それ で は，「個性記述的」方法 と は
， 内容上 どの よ

うな性質の もの なの か．こ の こ と に つ い て ，高瀬は，

人格研究の 領域 で の ビ ュ
ー

ラ
ー

（BUhler ，
　Ch．） の 研究

を例 を引 き合 い に して 説明 して い る ．こ の 例が最適 で

ある とか，筆者が こ の 領域の そ の研究をよ く理解 して

い る とい うわ けで は な い の で あ る が
，

以後 ， 筆者が 事

例研究法の 特色を説明す るの に好都 合に思 え る の で便

宜的に引用 させ て もらう．彼女 の 研 究は，幾 多に わ た

る個 人 の 生活史の個性記述的分析 を通して ，生誕 か ら

死 に 至 る 迄 の 入間存在に お ける
“

生 の 過程の 図式
”
を

描 き出す こ と を意図 した もの で ある とい う．そ の 際，

入格の 四 つ の 基本的傾向と，人生 の 各位相 （hfe　cycle ）

に お ける それ らの 機能的優位性 を表示 し，さら に 生活

史把握 に あ た っ て は 三 つ の カ テ ゴ リ
ー

を設 定 して
，

“
多様な力動 的統一態

”
で ある とこ ろ の 人格構造モ デ

ル を示 した と され て い る ．高瀬は こ の 例か ら，「個性

記述的」方法 の 主要目的な らび に 必然的要請に つ い て
，

“
「個性記述 的」方法は，個 人また は事例 の

一
回的様相

を た だ 漫然 と書 き記 し描写す る の で はな く，
一定の 研

究目的 ， 研究 プ ロ グラ ム との構造的連関の もとで ，個

人 もしくは事例 の ある 一定の 局面 （ある い は複数局面）

を他 の 局面と の 連繋を 断つ こ と な し に 具体的 に
，

しか

も〈構成的〉 に記述 して い くとこ ろにある
”

と性格づ

け て ，彼女の 「生 の 過程 の 図式」は こ の 構成 の あ り方

を例示 した もの で あ り，
こ の構成図式は個別 もしくは

特殊の み な らず，
一

般化的方向性 を示唆 し て い る と述

べ て い る．

　4．事例研 究法の特色

　以 上
， 吉村 ， 高瀬 らの 論点をふ まえ て ，

一
般 的 に 言

われ て い る事例研究法の 特徴につ い て 整理する と次の

よ うな こ とに な る だろ うか．

　（1） 比較的長 い ス パ ン の 変化を把 握す る の に適 して

　 　 い る．

　（2＞ プ ロ セ ス を 説明する の に 適 して い る．

　（3） 行動あるい は事象にお け る諸要因の ダイナ ミ ズ

　　ム を質的，構造的 に と らえる の に有効で ある ．

　（4） 仮説を発見 し，課題 を明確化す る の に 役 立 つ ．

　  　生活状況に関与 しなが ら行う．

　  　個 を通 し て 普遍性を追求す る．

　順 を追 っ て 解説的 に 述 べ る と，
一

般的に は，先に挙

げた ビ ュ
ー

ラ
ー

の 研究 の よ うな，生誕 か ら死 に 至 る 迄

と い うよ うな長 い ス パ ン を必 要とす る わ けで は な い が
，

事例研究が
， 対象とな る 人 の行動や心理機制あ る い は

事象の 意味や形成過程お よび変容可能性な どを時系列

とい う歴 史性 に お い て 把握する こ とを 目的とする わけ

で ある か ら，それ らを説明 し得る期間 と し て は数カ 月，

数年に わ た る こ とも少な くな い ．

　ど の よ うな研 究方法をとろ うとも，人 間 を統合 的 ，

全体的存在と して とらえ ， その 発達や 成長を構造 的な

変化過程 と して み る と い う考え 方 はすで に
一

般 的 で あ

ろ う．しか し，どの ような価値性 をもっ て 「統合的」

とす る か
，

ど の よ うな モ デ ル に お い て 変化過程 を描 く

か ， またそ の 変動因を説明する諸要成 （上述 の 例 に お

い て は 諸局面）を何 とする か とい うこ とへ の ア プ ロ
ー

チ の 視点は研究者 に よ っ て 様 々 で ある ．人 間研究に お

い て は ，上述 の 「生 の 過程 の 図式」 の よ うな壮大な概

念の モ デ ル構成な らず と も，複雑な現実か ら何 を抽出

す るの か とい う個 々 の研究者の 視点
一

最近 は 「暗黙 の

理論」 とい う表現 もよ く用い られ る が一の 明確化，す

なわち モ デ ル 構成 自体が 研 究課題と して 成立す る の で

ある ．こ の ため，自然科学 の パ ラダイ ム に立つ 実験，

調査研究の ような 「仮説 （モ デル ）検証 」型の 研究に

対 して
， 事例研究法は，後に実験状況 に お い て検証 さ

れるべ き仮説 を生 み 出すた め の 「仮説 （モ デ ル ）生成」

型 の 研 究 と位置づ け られ る こ とも多い ．なお，事例研

究法が実験室デ ータ の 生活状況 で の 検証 と い う役割を

担 うの で は とい う，研究 に おける両者 の 循環的プ ロ セ

ス も主張さ れ る な ど
，

二 分 して 1淋 屯に位置づ け る 図式

に もまた異論 があ る とこ ろ で ある ．

　事例研 究法 の
一番大 きな特色は ，

一
つ あ る い は少数

の 事例 を，「人」や 「もの 」 と相互 に か か わ り合 う具

体的な生活状況と切 り離 さず に ， しか も時 間を追 っ て

丹念 に 記述，検討 し，得 られた見解 ，生 じた結果 は
，

常に 状況 との 関係 にお い て 多面的 ， 統合的に把握 して

い こ うとい う姿勢 で あ ろ う．した が っ て ，事例研究法

は，「普遍性」・を定量 的 に 求 め て い こ うとする 態度で
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事例研究法 をめ ぐっ て

はな く，「個別性」 を徹 底的 に検討するこ とを通 し て

普遍性 を追求す る と い うア プ ロ ーチ に そ の本質が ある．

そ の こ とに つ い て は，自然科学に範を と る 立場 か ら そ

の 科学性，客観性を疑問視 されると こ ろ で あるが ， 吉

村 （｝989＞は，次 の ようなオ ル ポ
ー

トの 主張 を引用 し

て い る．
“
普遍 的ある い は 集団的基準に何 ら依拠 しな

い まで も，個 入的構造 の 内的 か つ 独 自な形 態を調べ る

こ とが可能 で あ り，…膨大 な量 の 次元 の 検討よ りも，

数個の本質的な特徴に着目す る方が，対照 を全体 と し

て 正確に把握で きる 可能性が高 い ．
”
　 さら に よ く引

用 さ れ る の は
， 河合 （1976）の 次の よ うな論述 で あ る．

“一
個人 の 全体性を損 なうこ とな く，そ の 個人の 世界

を探求 した 結果 は ，臨床家 が 他 の 個人 に接 す る と きに

共通 の パ ターン ，ある い は型を与える もの と して 普遍

性 を もつ
”

した が っ て
“一

つ の 症状 に に つ い て何例か

をま とめ ，そ れ に つ い て 普遍 的 な法則 を見出 す よ うな

論文よ りも，
一

つ の 事例 の 赤裸 々 な報告の 方が ，
は る

か に実際に く役立 つ 〉
”

とい う こ とがあ る と 述べ ，
一

般法期的な 普遍性 を求め よ うとする態度か らは 得 られ

ない 別 の 意味で の 「普遍性」に到達 しうる とい う考え

方 も暗 に 示峻して い る ．そ の 「普遍性」 とはどの よう

なもの か，どの ように して それが可能 にな る の か ．

　こ こ まで くる と，事例研究法を評価す る際，科学 に

お け る客観性の本質的な条件は何かと言 う共通項を研

究者間 で い か に確保する か とい う問題 に たち戻る．こ

の 点 に 関 して ， 心理学 に お ける事例研究法を擁護する

立場か ら繰 り返 し述 べ ら れ て きた の は
， 心 理 学 に お い

て客観性 とは，物理性 や外 的基準 で はな く 「相互主観

性1 な の だ とい うフ レ
ーズ で あ る．成瀬 （1983）は，

投稿論文に事例研究法を原則 とする 「心理臨床研究」

の 創刊号 にお い て
“
客観性の本質的な条件 は，ある種

の事象の 記述な り知識な りが ，
い か に 公共性 を もつ か

，

相互主観性の 高い もの と して み とめ られ る か と い うこ

と
”

の 検討が心理 臨床 に おけ る科学的論 文研究 の 条件

で あ る とし ， や まだ （1997）は，
“
相互 主観性 と は，

は じめ に 個人 の 主観 に発する もの で あっ て も，そ の個

人 の 主観 を越 えて ，個人相 互間 の 共通性 ，

一
致性 を獲

得 して ，公 共性，共有性 をそ な え る こ と で
”

あ り ，

“

検証 に よ っ て 客観性を獲得で きる形 で モ デ ル を構成

す る こ とが 要請 さ れ る で あ ろ う
”

と述 べ て い る．

　事例 の 個別化を一般法則 に至る こ とが で きる ため に

は ，共体験 的，相互主観的 な検証可能性な い し反復可

能性 を確保する努力が必要で あ り，それが事例研 究法

た る条件を満た して い る研 究 で あ る と い うの が 共通す

る ル ール として 了解され て い る こ とで ある．

　 5，お わり に

　本稿 にお い て は ，基本的な姿勢と して は，事例研究

法を他の 方法 と対照させ る 形 で その 特色 を 論 じて きた．

但 し，人間の 心 理機能を含めた行動 ，社会生 活 の 様相

は複維で あ り，科学主義の 枠内 で はそれ らを網羅 で き

な い ．そ こ に事例研究法の 有効性 と必要性が生 じる の

で あ っ て ，同 じ次元 で 評価 で きな い とい う言 い 方や ，

あ る い は伝統的な科学理念 を超えた新 しい 「科学性」

を 自由 に 探 索す る積極性，冒険性 を勧 め る （村 瀬

1994）と こ ろ か ら実践研究，臨床研 究，事例研 究 を位

置づ け る べ きで ある とする 意見 も多 く
，

そ こ をつ きぬ

け て 論 じる に はあ ま りに も筆者 は 力不足 で ある が ，こ

の シ リ
ーズが，家政学研 究 の 方法論 上 の 広 が りに少 し

で も役立 て ば幸 い で あ る ．

　次回 は
， 具体的な研究論文に お い て 事例研究法たる

条件 を 満 た す と は ど うい うこ とか
， 事例研究法を進 め

て い く上 で の 留意点な ど につ い て 実際に例示 しなが ら

論 じて みた い ．
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