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仮説生成法 と して の 事例研 究
一 フ ィ

ー ル ドワ
ー ク を中心 に一

箕　浦　康 　子

　研究に は，現実を観察す る こ とか ら理論 を立ち上 げ ，

新 しい 知を生み出 して い くタイプ と，先行研 究か ら何

ら か の仮説を立 て ，他 の 研 究者 の 知見 を精緻化 した り

反駁 した りする タ イプ の 2 種がある ．前者を仮説生成

型，後者を仮説検証型とい う．仮説生成 の ため に な さ

れ る事例研究 に は，
一
側人 や

一
家族を研究す る もの か

ら学校 とか病院な どの施設で フ ィ
ール ドワ ーク をする

もの
， 研究対象をもっ と限定 して保育園で の 園児同士

の 相 互 交渉 な ど の 微 細 な観察ユ ニ ッ ト を事例 とす る も

の な ど，さまざまなサ イズの もの が ある 、フ ィ
ール ド

ワ
ー

ク は ，参与観察 ・フ ォ
ー

マ ル お よ びイ ン フ t 一マ

ル イ ン タ ビ ュ
ー ・文書資料 の 収集 な ど を駆使 して

，

．一

つ の フ ィ
ー

ル ドを事例 と して 多面的なデ
ータ を集 め る．

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク で わ か っ た こ とや 牛成 され た仮説を

書 くプ ロ セ ス お よ び書かれた著作をエ ス ノ グ ラ フ ィ
ー

とい い ，そ こ で最終的 に提示 され る仮 説を，デ
・一タ に

根 ざ し た 理 論 （groundcd　theory）と い う．

　 フ ィ
ール ドワーク は，社会的現実 を観察す る こ とか

ら新 しい 仮説を生成す る こ とをめざす も っ とも本格的

な事例研究法な の で，以 F で は，フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク に

焦点 を当て て 仮 説生成法 と して の 事例研究 に つ い て 考

察 した い （
”mo は，箕浦 1998）．
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　　　　　　 　　1973年 に 退職 して

　Z．研究方法論と研究方法

　研究方法論 （methodology ） とは，新 しい 知をどの

よ うに し て手に 入 れ る か に 関する メ タ レベ ル の論議で

あ り，研究方法 （meT ，hods＞は，それぞれ の メ タ ア プ

ロ ーチ の もと に開発さ れ た具体的な デ ータ の 集め方で

あ る ．仮説 生 成法 とい う研究 方法に つ い て 語 る 前に
，

さまざまなデ ータ収集法の 基底 にある 三 つ の メ タ レベ

ル ，「実証的 ア プ ロ ーチ 1 「解釈的 ア プ ロ ーチ」「批判

的 ア プ ロ ーチ 亅が
， 階黙 の う ち に ど の よ うな前提 に 立

っ て い る かを述べ て お きた い ．心理学 をは じめ とす る

諸学問分野 で 今 で も攴配 的 な の が，自然科 学 の 研究

方法 に依 っ て 立 つ 実証 的 ア プ ロ ー
チ （positivistic　ap −

proach ）で ，こ れ こ そが，科 学的研 究法で ある と多

数が信 じて い る ．専門課程 の カ リキ ュ ラ ム と して 教 え

られ る研究方法 も実証 ア プ ロ
ー

チ
ー一

｛kの ため，学生は

それ以外 の 方法 はない と信 じ込 まされ て い る こ とが多

い ．

　それ に対 して ，ウ ユ 、一バ
ー

の 流 れ を汲み ，人間 は 意

味を求め る社会的存在で あ る こ とを大前提 と して い る

解釈的ア プ ロ ーチ （inしerpre しive　approach ）は，入間

行動を人が 生 きて い る仕会的 ・文化的文脈の なか で 理

解 し よ うと試み ，フ ィ
ール ドワ ーク を支 える メ タ レベ

ル の オ リエ ン テ
ーシ コ ン で あ る ．ブ イ

ー
ル ドで 出会 う

人 々 は
， r自ら紡 ぎ出 した 意味 の 網 の 目に支 えられ

（Geertz　 l973， 5）て い る の で あ り， そ の よ うな網 の

Elが 文化 で
， そ の 上 で

， そ の よ うな網の 日に と ら わ れ

た 人 々 が ど の よ うな意味世界 に 生 き，
どの よ うに 行動

する か を事例 に 即 し て 理解 し よ うとする．し か し，そ

うした 理解 も， 社会的現実 に つ い て の 多様な 解釈 の 中

の ．一つ に 過 ぎない こ と に留意 した い ．批判的アプ ロ ー

チ （crltical　appreach ）　は ，現実を構築さ れ た もの と

見 る 点 で は 解釈 的ア プ ロ ーチ と 近 い が
， 現実 を変えて
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い こ うと す る 志向性が あ る 点が異な る．

　 2．三 つ の メ タ レベ ル の ア プ ロ
ー

チ の 比較

　事例研究法と して の フ ィ
ール ドワ ーク は，解釈的ア

プ ロ ーチ や批判的ア プ ロ
ー

チ との親和性が強 い ．解釈

的 ア プ ロ
ー

チ で も批判的ア プ ロ
ー

チ で もデ
ー

タ は重視

され て お り，広い 意味で は実証 的 である が ，三 つ の ア

プ ロ ー．一チ の 問 に は，社会的現実の 見方に根本的な 相違

が ある の み な らず，研究の 焦点や目的，研究対象者へ

の 対 し方な ど が以下 の よ うに違 う．

　  杜 会的現実 の 把握様式 ：社 会的事実 の 認識様式

と して は，コ ン トや デ ュ ル ケ
ー

ム の 流れを汲 む 実証主

義的 ア プ ロ ー
チ と ウ ェ

ーバ ー
の 流 れを汲む解釈的 ア プ

ロ
ー

チが古 くか ら共存 して きた ．社会科学 の 分野 で は

1950年代 よ り実証 的 ア プ ロ
ー

チが優勢 と な り，現実

は誰が見ようと同じに 見 える 「本質的な もの 」と して

実在 して い る と考え，そ の 客観的現実に つ い て 法則 を

定立す る こ とをめ ざ し た．研究対象 の さ ま ざまな側 面

を測定する こ とに エ ネ ル ギ
ー

を傾注 し，数値化さ れ た

デ ータ を統計的に処理すれば科学性が担保 され る か の

ご と き錯覚が 蔓延 し て い た ．

　解釈的 ア プ ロ …チ で は，現実は さ まざま な相貌をみ

せ る マ ル チ なもの ，人 々 が 生 きて い る現実は，再構築

さ れ た もの （reality　remade ）で
，

人 は，そ うし た 思

い 込み の 世界 で 牛 きて い る と考えて事例 を解釈す る ．

本質主義 に 立 つ 論理実証主義で は，再現可能な
．…
定 の

手続 きで 明 白な証拠 を 得 て
， そ れ を 埋論 的 に 説明 で き

た とき，そ の 発見 された事実 を 「客観的」 とする と い

う合意が共有 されて きた ．こ れ に 対 して ，解釈 的 ア プ

ロ ー
チは ，客観的現実 の 存在その もの に 懐疑的で

， 人 々

が自分が生 きて い る杜 会を どう解釈 して い るか （どう

構築す る か ）を知 る こ と こ そ が研究の
一

つ の 目的で あ

る と考え る．彼 らに よれば，実証キ義 の 手法で 得 られ

た 「客観的事実 （デ ータ）1も，
一

連の 知的操作を通

して 「再構成 さ れ た事実」で あ っ て ，事実 そ の もの で

は な い とい うこ とに な る．

　批判的ア ブ m 一チ で は，構築さ れた もの な ら作 りか

え る こ とが で きる と い う立 場 をと る．実証主義の枠 の

なかで の研究は ，現状 を黙認 し結果的に は そ れ を維持

す る こ とに加担す る だけに終わ り，現状 を変えて い く

力は得ら れ な い こ とに気が つ い た ．人 々 に 現状 変革の

力をつ け る （empower ）研究を志向する フ 」 ．ミ ニ ズ ム

運動の なか で批判的ア プロ ーチ は育っ て い っ た．

　  研 究 の 焦点とプ ロ セ ス ：実証的 ア プ ロ
ー

チ で は，

観察可能な行動に着 目 し，客観的に 「測る」 こ とが デ

ー
タ収集 プ ロ セ ス の 中心 で ，正 しく測 る ため条件を統

制 し，ノ イ ズ を除去し，変数を操作す る こ とで 因果関

係を把握 し よ うと試み る．解釈的ア プ ロ ーチ で は ，意

味を研究者と対象者が とも に理解す る こ とが 肝要と さ

れ，観察対象者の 生活世界をそ の まま与件 として 受け

入 れ ，行動や状況に埋め 込まれ た 意味，研究対象者が

生 きて い る意味の 世界を 「分 か る」こ と をめ ざす．解

釈的 ア プ ロ ーチ は，「事象や対象を測 定する こ と」の

なか で 埋没 し見失 わ れ た
， 「対象 を理 解する」 と い う

了解的ス タン ス でデ
ー

タを見 て い く．批判的 ア プ ロ
ー

チ に立 つ 事例研究 で は，事例 を取 りか こ む不平等 な社

会構造や抑圧 の パ タ
ー

ン に着目 し， 事例 に 作用 して い

る 力関係 を分析する．そ う した社会構造 を 1
一
変 えて い

く」 ご とが研究 の 焦点 となる ．

　  研究の 目的 ：実証的 ア プ ロ ー
チ で は，行動 を律

して い る普遍的な法則の 定立が 目的で あ る e 解釈的ア

プ ロ ーチ で は ，社会的相 互作用 や そ こ で伝達 さ れ て い

る 意味を分析する こ とで ，特定状況に お ける人間行動

の 規則姓に つ い て 理解を共有する こ とが 目的で ある．

批 判 的 ア プ ロ ーチ で は
，

隠 さ れ た 権力 に よ る 統制 を 明

ら か に し て，不平等をあば き，解放の ス タ ン ス を育み ，

社会構造や 人 々 の 行動 （杜会的実践）に変化を引き起

こ す こ とが 目的 で あ る．

　  研究 の 対 象者と の 関係 ：実証的 ア プ ロ ー
チ で は ，

被験者 ・被調査者を実験者の 教示通 りに 動 く受動的な

イ ン フ 1・　一マ ン 1・と 見 な して い る の に対 し て
， 解釈 的

アプ ロ
ー

チ で は，観察対 象者 は能動 的な人 間であ り，

意味 の 共同構築者 と考 える ．批判的 ア プ ロ ー
チ で は ，

研究対象者 は協力的な学習者 で あ り，
一

緒 に学ぶ 人 で

ある．

　  研究者の ス タ ン ス ：実証的 ア プ ロ
ー

チ で は ，研

究対象 との 問に距離をお き，研究舛象の 外に 立 ち研究

対象世界を上か ら俯瞰する ．解釈的ア プ ロ ーチ で は ，

研究対象の い る 場 に身を置 き，相手に共感 し な が ら
，

対象を文脈 もろ とも理解する こ とに努め る，解釈的ア

プ ロ ー一チ で は研究対象の活動に参与 し，研究対象と よ

い 関係 を築き，能勤的 な協力者 に な っ て もら うこ と を

め ざす．批判的ア プ ロ ーチ で は，研究者は，批判的意

識の覚醒を促す教師で あ り，対象者 ととも に学ぶ とい

うス タ ン ス を維持す る ．

　白然科学 をモ デ ル に し た実証的ア プ ロ ーチ に 立 つ 入

は，
．一．・

つ フ ィ
ール ドで多面的なデ ータ をと っ た と し て

もフ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク は 所詮
一一

事例 の 研究 に しか す ぎず，

68 （294｝
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事例 研 究 法 をめ ぐっ て

そ こ か ら
一・

般的な結論 は 出せ な い の で はな い か と研究

結果 の普遍性に疑問 を呈す る ．しか し，解釈 的あ る い

は批判的 ア プ ロ ーチ に 立つ 人 は，実証的 ア プ ロ
ー一

チ が

信 じて い る よ うな普遍的 な社 会的現実 の 存在そ の もの

を疑 っ て い る の で あ る．

　3．事例研究法 と して の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クの 特徴

　 フ ィ
ール ドワ

ー
クは，対象者 と接す るの はそ の時だ

け の 実験研 究や 調査 と違 っ て ，「持続性 と関与性」「微

視性 と全体 性」「柔軟性と自己修正性」の 三 つ の 特色

がある （Gaskins　et　al ．1992，ユ5一ユ7）．『行為 と発話形

成 の エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー一留学生家族の 子 どもは保育園

で どう育つ の か一』（柴山 2001）を例 に とっ て ，そ の

方法と して の 特徴と独 自性に つ い て 述べ る ．

　「持続性 と 関与性」 と は
， 日常生活が行 わ れ て い る

場に参加 して ，継続的に フ ィ
ール ドに関わる こ とで あ

る．柴山は ，東京都区 の あ る一
つ の 区立保育園 で ，6

人 の 2
，
3 歳児 を 1 年半 に わ た っ て 継続観察 した ．こ

の本は
，

一
つ の 区立保育園で の フ ィ

ー
ル ドワ

ー
ク L隈こ

観察 した 6 人 の 中国や韓 国か ら きた留学生 の 子 ど もの

事例研究 を重 ね る こ と で 得た デ
ータ をも と に，行為 ・

発話 ・自己 の 形成過程 に つ い て 新 しい 知見を書い た も

の で あ る ．

　「微視性 と全体性」 とは，活動や 行為の 観察か ら意

味を引 き出すため に は，行為の微視的記述と ともに行

為 を取 りまくよ り大 きな 状況 に も広 く目配 りす る こ と

で あ る．微視的な
一

つ の 事象，例えば
， 「保育園 で 子

どもがお もち ゃ の 取 り合 い を した」に お い て ，け ん か

が起 こ っ た状況とともに保母 や 子 ど もの 発 した 言葉が

そ の ま ま写 し取 ら れ て い る （柴山 2001
，
100＞．しか

しこ うし たある特定の子 ども同十 の 特定の 文脈 で の お

もち ゃ の 取 り合い と い う事例 は
， 特殊個別的な もの と

して で は なく，他者 0）承認 を待 つ 社 会性 を保育者 の 支

援 を受け て実践 で きる ように な っ て い く道筋 と解釈 さ

れ て い る．保 母 が 「オ モ チ ャ の 順 番使用」 の ル ール

（こ の 保育園 で の 文化実践）を 2，3歳児に どの ように

教え て い る か とか ，暴力的 に自分 の 欲 しい オモ チ ャ を

他 児 か ら奪 うの で は な く， 「か して 」 と か 1
．
い
一一

　k 一

て 」 と言葉 で 要求 で き る よ うに な っ て い くプロ セ ス と

い っ た特定の微視的事象は，普遍的 な発達 の テ
ー

マ や

保育園文化全体 の な か に位 置づ け ら れ て い る ．

　「柔軟性 と 自己修 正性」 と は
， 研究対象に関す る デ

ータ の み な らず，方法論．ヒの 間違い や イ ン フ ォ
ー

マ ン

トに 対す る 誤解 も記録 され
， 研究設問 や 調査 の 枠組，

観察の 焦点を柔軟に変えて ，自ら研究の進路 の 修正 を

行 うこ とをい う．で きあが っ た エ ス ノ グ ラ フ ィ
ーは，

どこ か
一

つ の視点 か ら書 か れ て い る が
， そ こ に 至 る ま

で に は次節で述べ る よ うな 自己修正 を繰 り返す．

　4．仮説生成型 研 究の 実際

　比較的長期の フ ィ
ー．ル ドワー

クに よ る 仮説生成 を例

に取れ ば，そ の ス テ ッ プ は ，  フ ィ
ー

ル ドサ イ トを

選定 し
，   フ ィ 回 レ ドの 全体像 を 把握 し，  問い を

立 て，  観察の ユ ニ ッ トを定 め て 焦 点観察を行 い ，

  観察結果 を読み解 くた め の 理論枠組 の 探索を行 い ，

  理 論 に導か れ た 事象 の 選択 的観察を実施 し て， 

知 見 を得 て，そ れ を解釈 し，  エ ス ノ グ ラ フ ィ
ーを

書 き上げ る ，8 段階 か ら な る．しか し
，

こ れ ら の 各段

階は，彑：い に 重複 して
’
い る．デ ータ の 収集と 分析 が循

環す るなか で仮説が生成さ れ て い く中核 とな る   か

ら   は，直線的に進行する の で は な く， 行 きつ 戻 り

つ を繰 り返す．また ，  の段階 に移行 し，
エ ス ノ グ

ラ フ ィ
ーを書 い て い る途上 で 新 しい 視点を得て ，また

フ ィ
ー

ル ド ノ ー
ツ を ひ っ くり返 して

，   ，   ，   の

プ ロ セ ス を繰 り返すこ とも珍 しくな い ．デ
ー一

タ収集 と

分析が相互 に依存しあ い なが ら 螺旋状 に上 に詁 め て い

き
， 漠然 と し た 「問 い 」か ら

，
よ り理論的な 厂問い 」

へ と精緻化 して い く柔軟 な リサ
ー

チ デ ザ イ ン こ そが，

仮説生成型研 究 の 特色 で あ り，リニ ア に 進む仮説検証

ス タ イ ル の 研究と は 異 な る難 しさ と醍醐味が そ こ に あ

る （箕浦 1999， 42−55 参照）．

　実証研究 で は，どの ような研究ス タ イル をとる に し

ろ
，   問 い を い つ 立 て る か，  デ ータ をど こ か ら得

るの か，  デ
ー

タ の カ テ ゴ ラ イゼ ーシ ョ ン をい つ ，

ど の よ う に して 行 うの か を決め なければな ら な い が
，

こ の 3 点が仮説生成法は仮説検証法 とは異な る （詳細

1ま，　箕ギ甫　工998）．

　  間い をい つ 立 て る か だ が ，仮説検証研 究 で は，

闘い もデータ の カ テ ゴ ラ イゼL シ ョ ン も ，
い つ も対象

に接する前に決まっ て い る．まず 自分 の 発 した問 い に

対
’
して仮説を立 て ，仮説に見合っ た カ テ ゴ リ

ー
の デ

ー

タ を収集する．仮説盈成型研 究 で は ， まず フ ィ
ー

ル ド

に 入 っ て，あ る程度 デ ータ を集め て か ら 問 い を立 て る．

勿論 ，フ ィ
ー

ル ドと して ど こ を選ぶ か の 段階 で ，おお

よそ何に つ い て研究 し た い か 方向は 決 ま っ て お り， 全

く白紙で フ ィ
ール ドに 入 る わけ で は な い が，フ ィ

ール

ドに 入 る前に 立 て た 闘 い は，フ ィ
ー

ル ドの 現実 をみ て

大幅に修正 さ れ ，問い を立 て 直すの が通例 で ある．こ
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うして 立 て た問 い も，デ
ータ 収集

・
分析 の 進行に つ れ

て 変化 し，素朴 な問 い か ら よ り理論的な 問 い へ と精緻

化され る ．た と え ば
， 柴 山 （1999）は

， 保育園 で 1外

国人幼児 は，日本 の 保育 園に ど の よ うに 馴染ん で い く

の か」 とい う漠然 と した 悶 い か ら外国入幼児の 多い 某

保育園で の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を は じめ た が
， 途中入園

して きた ll1国人 5 歳児 に 観 察 の 焦点 を合 わ せ
， 「0 ち

ゃ ん は，日本 の 保育園 に ど の よ うに馴 染ん で い くか」

とい う問い に切 り換え た．そ の 後，［新参 の 外国 人幼

児は ，日本の保育園ス ク リ プ トをどの ように 身 にf・］け

て い くか 」 と い う理 論的 な 問 い へ と精緻化 さ れ，食事

と 自由遊 び時間 の 行動を保育園で 必要と され て い る ス

クリプ トの 獲得とい う観点よ り観察する ように な っ た．

フ ィ
ー

ル ドワ
ーク の 進行 と と も に研 究設問が 変 わ り，

それ と と もに 観察 の ユ ニ ッ トが よ り シ ャ
ープ に 限定さ

れ て い っ た こ と が よ くわ か る．

　次 に，  デ
ータ を ど こ か ら ど うや っ て得る の か だ

が，実験室実験 で は
， 被験者 を連 れ て きて脱文脈化し

た実験室 で デ
ータ を 採集す る が

，
フ ィ

ール ドワ ーク で

は，人 々 が生活して い る 自然な状況 の な か で デ ータ を

とる こ とに第
一

の 特徴 があ る．観察す る と決め た 変数

だけに着 目して他の 要因を因果 関係 を確定す る た め の

ノ イ ズ とみ て な るべ く統制 し よ うとす る 実験室研究 と

の大きな違 い が こ こ に あ る，第：二に，観察者 自身が道

具とな っ て ，自身が見た こ と聞 い た こ とがデ
ー

タと な

る．第三 の 特徴は，観察対象の 全体性を損な わ ない よ

うに，文脈 を重視 して s
い ま起 こ っ て い る こ とを直接

把握する こ とで ある．  ，  の デ
ー

タ収集 の 段 階 で

は
，

よ く見 て ，よ く聞い て，よ く記録で きる か ど うか

が研究が 成功する か どうかの 分岐点となる．

　  デ ータ の カ テ ゴ ラ イ ゼ ーシ ョ ン をい つ ，どの よ

うに して 行 うの か に つ い て だ が
， 仮説検証型研究で は，

デ
ータ 収集終 r後 に分析 が 始ま る が ，分析カ テ ゴ リ

ー

は デ
ー

タ 収集前 に あ らか じめ 設定さ れ て い る （質問紙

調査 で は，質問項 H が カ テ ゴ リ
ー

を体現 して い る こ と

が多 い ）、フ ィ
・一

ル ドワ
ーク で は，デ ータ収集 と分析

が同時進行 し，分析 カ テ ゴ リ
ーも収集さ れ た データ を

見なが ら析出する．デ
ー

タか ら意味 を読み とり，概念

カ テ ゴ リ
ー

を生成す る が，デ
ータ の 切 り口 と して よ い

カ テ ゴ リ
ーを 見 つ け る こ とが 出来る か どうか が ，石ヲ「究

の オ リジ ナ リテ ィ を左右す る、分析カ テ ゴ リ t・一は，デ

ー
タ収集が進むにつ れ て 変化する こ ともよ くあり，そ

の 都度 フ ィ
ー一

ル ドノ
ー

ッ は ひ っ くりか え さ れ
一

か ら分

析をや り直す こ とに な る．

　概念カ テ ゴ リ
ー

の 生成 は，何 が語 られて い る の か 意

味を読み と り，抽象的な概念 に 置 き換 える作業で
， 新

し い 解釈をで きる だけ多く生 み 出す こ と に努め る オ ー

プ ン化の段階，オープ ン 化に よ っ て 生 み出 した個別概

念を取捨選択 し，残 っ た概念 問の 関係 を考 える 解釈 の

段 階が あ る （木下 1999）．多数 の 仮説 的な解釈か ら よ

り妥当なもの へ と狭め て い く時に使われるの が，埋論

的サ ン プ リ ン グで あ る．概念 の 有効性 や解釈 の 適切 さ

を確 か め る た め に
， 次に ど こ で，どの よ うなデ

ー
タ を

収 集した ら よ い の か ，あ る い は，デ
ー

タ を どう読み 直

した ら よ い の か を決定する．こ うして 析出 したカテ ゴ

リ
ー

問 の 関係 につ い て の 洞 察を仮説 と し て提示 した も

の が 「生成 された仮説」 で あ る．オ
ープ ン化の段階 で ，

よ い 概念 を よ り多く産出す る た め に は，研究者の 当該

の 問題 に対す る覚醒度，洞察 ， 想像力 ， 柔軟性 （拡散

思考）が必要 で ある．

　 5．フ ィ
ール ドワ

ー
ク研究 の 評価基 準

　こ こ で は，エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー

もしくは事例研究 の 論

文が ，ル ポ ル タ
ー

ジ ュ や 日記か ら区別 され，研究論文

として評価に耐え得る もの に なる た め に満た す べ き要

件と は な に か に つ い て検討する ．

　投稿論文 の 評価 は
，

そ の 学問 の 支配 的な潮流 を体現

して い る査読者の 評価基準に左右 さ れ，行動科学，特

に心理学で は，解釈的ア プ ロ ーチ に よる論文も実証的

ア プ ロ ーチ の 枠紅 で 評価 さ れ
， 科学 的 で な い とい う理

由で 不採択 に な る こ とが 多か っ た が ，近年は フ ィ
ー

ル

ドワ
ー

ク に基づ く論文が 賞をもらうように変わ っ て き

た （村本 1996 ；刑部 1998）．第 2節で 述 べ た よ うに，

そ もそ も社 会的現実 を ど う見 る か （世界観）や研究に

対す るス タ ン ス な ど認識論その もの が違うで ，独 自の

評価基準をめざす べ きだ と主張 され て い る．私 もそ の

立場 に 立 っ て い るが，やは り解釈的アプ ロ ー
チ な りに

評価基準は明示 されるべ きだ と 考 える．

　評価基 準は，  収集 され た デ
ー

タ の 質 に 関 し て
，

  研究プ ロ セ ス の 適切性 に 関 して ，  得 ら れ た 知 見

に つ い て の 三 つ の レ ベ ル で 別 々 に論 じられ る べ きで あ

ろ う．まず，  に つ い て は
， 行 動記述 が 文脈 の な か

に紲み 込 まれ て il，1確に ・綿密 に なされ て い る こ と，ま

た，どの よ うなデ
ー

タを収集す る か が ，理論的関心に

よ っ て なされ，かつ 仮説 に あ わ な い 事例 の 分析 が きち

ん とな され て い る こ とが必 要 で ある．  に関 して は
，

デ
ー

タ の 収集 ・分析 カ テ ゴ リ
ー

の 析 出 プ ロ セ ス が 明 ら

か で あ る こ と。また，フ ィ
ー

ル ドで の 自分 の 役割
・位
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事例研究 法 を め ぐ っ て

置 づ け に自覚的で，それ が記述 され て い る こ と a  

に 関 して は，得 ら れ た 仮説 や 知見が豊 か な記述 デ
ータ

に 根 ざして い て
， 読 み 手 に 「なる ほ ど納得 し た 」 と思

わせ るもの で あ る こ と，分析 カテ ゴ リ
ー

や知見 の デ
ー

タ へ の 適合性が高 く，理論的 な示唆 を含 む こ と な ど で

あ る．

　家畋学は門外漢なの で ，本論の 例 は心理学分野 の も

の に な っ て し ま っ た こ とをお 許 し願 い た い ．学問分野

特有の評姫基準が あ っ て い い と考えて い る の で ，上記

は参考に とどめ 家政学分野 の 論文の評価基準を考案し

て 頂 き た い ．留意 す べ きは
，

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク向きの

テーマ とそ うで な い もの がある の で ，家政 学で フ ィ
ー

ル ドワーク を採用する場合は，研究の主題 と方法が適

合的 か ど うか の 吟味 が 不 可欠 で あ る．

　また
， 本小論 で は 割 愛 した が ，

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク研

究 を 志す時 は，研究倫理 の 問題 に留意して い た だ きた

い ．拙 著 （1999）や 「日本 民族 学 会研 究 倫理委員 会

（第 2期）に つ い て の報告」（祖父江 1992） を参照 の

うえ，フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を開始す る よ うにお願 い した

い ．
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