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よ りよき実践研究をめ ざして

企　画　者

司　 会　者

話題提供 者

指定討論者

【企画の 趣旨】
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　『教育心 理学研究』に 実践研究 の カ テ ゴ リー
の 設置 を決

めた の は ， 1999年， そして第 1号の 論文が掲載さ れ た の

は
，

2000年 （第 48巻 3号 ） で あ っ た 。 しか し ， 実際は そ の

数年前か ら ， 実践研究を多 く掲載す るべ きだ とい う気運

が 高 く ， 編集委員会 で も ， ワーキ ン ググル ープ を作 り，

何年 も検討 を重 ね て きて い る。

　 こ う して 今口 ま で ，十年近 く も 「実践研究 と は 」と い

う こ と に つ い て様々 な議論が行わ れ て きた に も か か わ ら

ず，未だ に 議論 の
一

致 を見出せ ない の が 現状 で あ る。編

集委員会で も，一方の 査読者が 「採択」，他方 が 「不採択」

と い うこ とは ， めずら し い こ とで は な い 。

　本 シ ン ポジウ ム で は ，
こ うした状況 を踏 ま え ， で き る

限 り共通理解を得 られ る よ う，多 くの 方 の ご 意見を伺 い ，

様々 な観点か ら討論を し ， 今後の研究の 発展を願 い た い 。

　投稿か ら採択 まで の経験を中心 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中川　惠 正

　教育 に お け る実践研 究に は ， 事例研究 と実験計画法 を

基 に した実験的研究 が ある。本報 告 で は，筆 者 が 小学校

教師 と共 同 で 進 め て い る教授法 に 関す る研究 を も と に ，

実践研究 に 関す る話題提供 をす る。

　前述 の 教授法 の 研 究 に お い て ， 筆者 らが最初 に 遭遇 し

た 問題 は フ ィ
ール ドの確保で あ っ た 。

こ の 問題 は ， 実験

計画法 に 基 づ い た 実験 的研究 を行 う上 で は，困難 な問題

で あ る 。 各条件に
一

ク ラ ス を割 り当て る場合で も ， そ れ

を充足 す る だ け の ク ラ ス 数を有し て い る 小学校が極め て

少 ない 。こ の 点 か ら，実験的実践研究 に お い て ，完全 な

要因配置法 に 基 づ く研究 は困難で あ る。

　第 2 の 問題 は，当該学校 の 通常 の カ リ キ ュ ラ ム の中 に

実験授業を組み 込 む こ との 困難 さ で あ る。こ の 問題 は実

践 の 成果 が一
時的な もの で な く， 持続性を有 し て い る こ

との保証 に 関す るもの で ある。

　要因配置法に基 づ い た 教授法 に 関す る 実験的研究 で は ，

景的変化 を捉 えたデータ は比較的容易に得る こ とが で き

る。他力，質的変化 を捉え る データ を得 る こ と は ， デー

タ が膨大に な り， か な り困難 な作業 に なる。さ らに ， 質

量両面 の デ
ー

タ を論文 の 中 に 具 備 さ せ る と した ら，紙面

の ス ペ ー
ス の 問題 が 生 じて くる。どの程度 ， 質量両而の

デ
ー

タを論文 の rl　1に 具備させ る べ き か と い うこ とが，第

3 の 問題 で あ る。

　教授法あ る い は指導法に 関す る実践研究 は ，そ の 性格

上 ， 研究成果あ る い は 知見が 公共性 を有す る こ とが 重要

で ある。研究成果あ るい は知見が公 共性を有す る為 に は，

誰 もが そ の 教授法あ るい は指導法 を実践 で きる ように ，

そ の 教授方法が よ り正確 に か つ 詳細 に 説明さ れ て い る こ

とが 必 要で あ る。詳細 に 説明すればす る程 ， 紙面を多 く

必要 とす る。 こ こ で も，紙面 の ス ペ ー
ス の 問題 が 生 じて

くる 。 研究方法を
一

体 ど の程度詳細に説明す べ き か と い

う こ とが，第 4 の 問題 で ある。

　実践研究 とは何 か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤村　宣之

　『教育心理 学研究』の編集規程に よ れ ば，実践研 究 （原

著論文 「実践研究」） は ， 「教 育方法 ， 学習・
発達相談， 心 理

臨床等の 教育の 現実場面 に お ける実践 を対象 として，教

育実践 の 改善を 直接に 目指 した 具体的な提言 を行 う教育

心理学 的研究」を指 す 。 その 定義に 加 えて ， 実践研究に

望 ま れ る条件 と し て ， 「教育の 実践 場面 で の 資料収集」，

「教育心理学的見地 か らの 分析 と考察」などが 示 さ れ ， ま

た実践研究 の 基準 と して ， 「実践 プ ロ グ ラ ム の 独自性」な

どが常任編集委員会 で 確認 さ れ て い る （r教育 心 理 学 研 究』47

巻 1号，48巻 3号広報欄 ）。

　 こ の よ う に 実 践研究 に 関す る規定等 は 整備 さ れ て き て

い る が ， そ の あ り方 を め ぐっ て は 様 々 な議論 が なされ て

き て お り （市Jli，1999，森 ら，1999な ど），また多様 な研究方

法が想定 され る 。 実際 に 「教育心 理 学研究」 に 掲載さ れ

た論文 に も ， 複数 の 群 を 設定し て 効果 を 比較 す る実験研

究，単
一また は 複数 の 事例 を対象 と す る研究 な ど，様 々
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