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近 年の アク シ ョ ン リサ
ー

チ は，現場 で 生 き る 人 々 の 問 で

価 値の 調整 が 必 要 な と き に 要請さ れ る こ とが 多 い と さ れ

て い る。

　 さ ら に ，ニ
ーズ が 最初 か ら明確 な もの と し て存在す る

と い う前提 に も ま た疑問が 残る 。 例 え ば現代 の 資本主 義

社会 で は ， も と も との ニ ーズ と い う よ り も，供給さ れ る

様々 な情報や サ ービ ス が ニ ーズ　　あ る い は欲望……を

つ くり出す 。 ア ク シ ョ ン リ サ ーチ で い わ れ る ニ ーズ に し

て も， ア ク シ ョ ン や それ に伴 う情報やサービ ス 等に よ っ

て 事後 的 に 発見 ・構 築 さ れ る も の か も し れ な い 。だ と し

た ら，ア ク シ ョ ン が ニ
ーズを満た し て い る か ど うか と い

う こ と も ， 研究過程の中で確認 さ れ な くて は な ら な い
。

つ ま り， プ ラ ク テ ィ ス の現場 に戻 っ て み な い と ， 研究の

結果の 有用性は判断 で きな い
。

　 プ ラ ク テ ィ ス は，多 くの 場合 日常的で 反 復的 な行為 を

指す 。 そ こ に 見 られ る時間範囲 は 「アク シ ョ ン 」 よ りも

長 く，単一
の 目的 と い うよ りも様々 な 目的の 錯綜の 中で

行為が な さ れ て い る 。 そ れ に対 し て ア ク シ ョ ン は 自発 的

で 目的的な行為で あ り， 結果が比較的短期 に現れ て くる

と い っ た ニ ュ ア ン ス が あ る 。 研究 実践 は
一

種の ア ク シ ョ

ン だ が ，現場 の 実践 は ア ク シ ョ ン とい うよ りむ し ろ プ ラ

クテ ィ ス で あ る 。 実践研究 と い うアク シ ョ ン に お い て 重

要な の は ， 常 に現場 の 実践 ＝ プ ラ ク テ ィ ス に戻 して 考え

直す とい う対話的な契機で あ ろ う 。 そ うしたプ ラ ク テ ィ

ス へ の 視線 を失わ な い こ と が ，実践研究 の 良 さ の 必 要条

件 で はな い か と思わ れ る。

　 研究を対話的な もの と し て 捉え直すと し た ら，ふ だ ん

の 人 々 の対話が ど の よ う に活性化 し ， 円滑な もの に な る

の か と い う点が 研究 の 良さ を考え る と き に も 参考に な る 。

結局 ， 相手 に届 くような言葉を発す るた め に は ， 相手 の

声 を ど れだ け取 り込 む こ とが で き る か に か か っ て い る。

具体的に は ， 発 せ ら れ た 自分の 言葉に対 し て相手が ど の

よ うに 反 応 す る か を注意深 く見 る こ と ， そ し て ， 相手 が

自分 の 言葉を どの よ うに 理解 して い るか を推測 しなが ら

次の 言葉 を探す こ と で あ る。こ の 2 つ は 質 的研究 な ど の

文脈で 近年注 目 され て い る研究評価の視点 ， プ ロ セ ス の

重視 と内省性 （rcfiexivity ）に 対応し て い る。た だ ，プ ロ セ

ス の 取込 み に せ よ リ フ レ イ キ シ ビ テ ィ に せ よ ， 実践研究

の 文脈で操作的に き ち ん と定義さ れ て い る わ け で は な い 。

個 々 の 研 究 に お い て 研 究者 が そ れ を ど う示 し，ま た 評価

者が そ れ を ど う確認 す る か は ， 今後 の検討課題 と し て 残

る だ ろ う。

『教育心理 学研究 」に おけ る 「実践研究」の 意義 と課題

　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 中澤 　潤

『教育心理 学研 究』48巻 （2000）よ り原著論文 と して 「実

践研 究」が掲載 さ れ る よ う に な り ， 今回 で 9 年 日 を迎 え

た 。こ の 間 の 「実践研 究」 の 特徴を示 し
， そ の 意義 と課

題 を考え る。

　 「実践研究」の 動向　　『教育心理 学研究』に 「実践 研究」

の 投稿 が 開始 された 1999年か ら2007年 まで の 全投稿論文

（1，007編 ） を見 る と
， 「実践 研究」投稿数 は徐 々 に増加 し，

こ の数年 は 20前後で 推移 し て い る。「一般論文」 （「実践研

究二 以外 の 原著 論 文 を仮 に こ う呼 ぶ ）の投稿 は1999年か ら2001

年 に か け急増 した が，2006年以降や や低下傾向 に ある。

そ の た め
， 投稿論文 に 占め る 「実践研究」の 割合は ，

1999

年 の 7．1％ か ら2007年度の 19．6％ へ と上昇 し て い る。投

稿増加 に 対 応 し，掲載 「実践研究」数 も ，
48 ・49巻 7編

（ID．0％ ）， 50 ・51巻 14編 （15 ．9％ ），52 ・53巻 14編 （15 ．

4％ 〉， 54・55巻21編 （21，9％） と増加 して い る 。

　投稿増加 の 背景 と して ，ア カ デ ミ ッ クな要因 で は ， （1）

「学習科学」に よ る教授・学習 研究の 発 展 ， （2贋 的研究法

の 発展が，社会的要因で は，（3覡 職教員大学院生 の 増加，

（4）ス クー
ル カ ウ ン セ ラーの配置が ， さ ら に それ ら の相乗

効果 として の ， （5）大学教員 ・院生 の 教育実践へ の 関心 の

高 ま り， が挙げ られ よう 。

　 掲載 「実践研究」の 特徴　著者 で は 共著 の 割合 が 高 い

（62．5％）。 単著の 場合，大学教 員（47．6％），大学院生 （23．8％〉

が多い が，学校教員等の割合も28．6％ある。共著の 場合，

最 も多 い の は大学教員 と学校教員や カ ウ ン セ ラ ーと の協

働 に よ る もの で 45．7％ を占 め る。現場 と大学 の 協働が蓄

積 さ れ て き て い る こ とや ，大 学研究者 の 実践 へ の 関心 の

高ま りを窺わせ る。

　 研究領域を見 る と ， 教育方法や教育内容の 実践的教育

開発研 究 ｛4Ll ％）， 学校適応 へ の対応 や 予防の 教 育臨床研

究 （46．4％）， その 他 （12．5％）で あ り， 教 育開発 と教育臨床

が 「実践研究」 の 2 つ の 流れ で あ る。

　 研究手法で は ， 教育開発 研究で は量 的研究（56．5％）， 質

的研究 （21，7％）， 量質両方 （21、7％），教育臨床研究 で は 量

的研究 （34．6％），質的研 究 （53．8％），量質両 方 （11、5％ ）の 割

合で あ る。い ずれ の領域で も質的研究が増加 して お り，

近 年の 質的研究の隆盛が反映 さ れ て い る。教 育開発研 究

の 65．2％，教育臨床研究 の 65．4％は統制群 を設 けて い な

い が
， 統制群 を設 け た 群 比 較 研 究 は 教 育 開発 研 究 で

8．7％ ， 教育臨床研究で 30．8％ と後者が多 い
。 臨床研究 に

お け る Evidence　 Based　 Appr 〔〕ach を 反映 し て い る の で

あ ろ う。 こ れ らの 分析結 果 は 太田 ・秋 田 （2003）で 見 ら れ

た 投稿論文調査 結果 を引き継 ぐもの で あ る。

　 「実践研究」設定 の 意義 と効果　「実践研究」の 設定は ， 「一

般論文」で取 り上 げ られ なか っ た新 たな領域 を切 り開 き，

以下 の よ うな 効 果 を 与 え て い る 。 （1）『教育 心 理 学 研 究 』

が ， 優れた教育・教育臨床実践 の 研究情報交流 の 場 とな っ
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て き て い る こ と ，   学校教員や ス クール カ ウ ン セ ラー等

実践者 に よ る研究の掘起 しや活性化 ， （3汰 学教員や 大学

院生 の 教育実践へ の 関わ りの 深ま りや学校教員 との 協働

の推進 。 こ れ ら は 近年の 総会時の発表内容に も変化を も

た ら して お り ， 学 会自体 が 長 年の教育心 理学不毛性論議

か ら脱却 した こ と を示す もの と い え よ う。

　 「実践研究」の 課題　　「実践研究」の 著者 に と っ て は，

単な る 「実践報告」を越え る た め に ， 「実践」 と 「理論」

の 往還 僕 践 の 背景 に あ る 理 論 の 明瞭 化，実践 を通 し た 理 論 の 修

正・
構築）が 課題 で ある 。 論文審査者の 間で は ， 「実践研究」

と は どの よ うな 研究で ある べ き か （ど の よ うな観 点で 評価 す

べ きか ）と い う基本的な視点の 共有化が必要 で あ る 。 読者

の うち，研 究者 に は 統制群 が ない こ と に よ る結 論 の 曖昧

さや個 別事 例か らの
一

般化 へ の 抵抗感が ，実践 者 に は

「論文」の 硬さ や厳密 さ へ の 抵抗感が 見 られ る 。

　 こ れ らの課題を解決し て い くた め に も， 「実践研究」が

さ ら に 「教育心理学研 究』 に 蓄積さ れ ， そ の学術的成果

を学会員 が共有 し，検証 して い か なけれ ばな らな い 。 「実

践研究」を通 し て 「現場か ら立 ち 上 が る研究」 の 魅力，

実践者自身に よる研究や実践者 と研究者の協働 の魅力 を

さ らに 提示 して い く こ とが 重要 で あ ろ う。
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　「実践研究 と は何か」 と言われれ ば，個人 的に は，「実

践の ， 実践に よる ， 実践の ため の 研究」 と答えた い 。「実

践 の」 とは ， 教育実践場面 を研究対象 と して い る と い う

こ と，「実践 に よ る 」 と は ，研究者 （発 表 者 や論 文 著 者）が 自

ら実践 を行 っ て い る と い う こ と ， 「実践 の た め の 」 と い う

の は ， 広 く教育実践 に資す る とこ ろ が あ る と い う こ と で

あ る。教 師の 授業研究 や ， カ ウ ン セ ラ
ー

の ケ
ー

ス研究な

ど は，こ うした 要件 を満た し た 典型 的な実践 研究と い え

る だ ろ う 。

　ただ し ， 実際に は ， これ ら が 「AND 」で 結び っ い た 実

践研究ば か りで は な く， ど れ か一つ の側面に特化 した も

の もあ る 。 観察者が現場に入 っ て行 うエ ス ノ グ ラ フ ィ，

長 い 実践経験か ら私見を展開し た教育論 ， 研究者が教育

機器や分析 ・評価技法 な どを開発 す る教育工 学研究は，

そ れ ぞ れ ， 「実践 の 」「実践 に よ る 」「実践 の た め の 」 に 特

化し た研究 で あ る 。 本学会の 「教育心理学研究』で は ，

「実践研究」 とい うジ ャ ン ル を設け る と き の 議論で ， こ れ

まで の 原著論文 の枠で は評 価し に くい 研究が広 く含 ま れ

る よ う， 大 きな意味で 捉える こ と と し た と い う経緯が あ

る 。

　本 日の話題提供 を伺 っ て い る と ， 教育心理学に お け る

実践研究 は 着実 に 進化 して い る ように 思 う。第 0 世代 は ，

教育実践 と は直接関わ らず に，実験 や調査 に よる基礎的

な知見 を 厂学習 ・教育の 基礎」 と し て積み 重ね て い た 。

第 1世代は ，
ベ テ ラ ン の 教育心理学者 （の一

都） が指導・

助言 と い う形 で ， 授業研究な ど に 関わ っ て い た 時代で あ

る。第 2世代 で は ， 日常的 な教育実践 の 観 察 に 入 っ た り，

教育 に 役立 っ よ うな評価法，指導法な ど の 開発 に 関わ っ

た りす る よ う に な っ た 。

　 そ して ， 私 自身 は第 3世代だ と 思 っ て い る が ， 自ら個

別 学習相談 ， 地域 で の講座 ， 学校の 授業な どの実践を行

い な が ら研究す る と い うス タイ ル が 導入 さ れ た 。 こ の 世

代 に と っ て の 悩み の種 は ， 研究者で も教育実践 が で きる

場 を開拓す る こ と と ， そ の 結果 を学術論文 と し て 発表 で

き る場 の 確保で あ っ た 。 第 4世代 と な る と ， す で に こ う

し た場が ある程度整 っ て お り，その 中で ， どれ だ け教育

現場や 行政 と連携 し つ つ ， 教育的 に も学術的 に も高 い 成

果 を生 み 出 し て い くか と い う こ とが 最大の関心事 に な る 。

　臨床心理学 は ， 心理 臨床 の場で ， 早 くか ら第 4世代の

実践 ・研究体制が整え ら れ て きた。教授 ・学習 の 分野 で

も， 決 し て全体的に と い え る わ け で はな い が
， 第 4世代

の 研究者が育 っ て き て い る よ う に 思 わ れ る。そ れ は，こ

れ まで の 教育 心理学 の 蓄 積 ， 例 えぼ ， 学校現場 ， 地域，

教育委員会 と の 信頼関係づ くり，学会誌 の 改革 とい っ た

地道な努力の 上 に成 り立 っ て い る もの で あ り，それ らを

維持 ・発展 し つ つ
， 実践 研究を 通 し て 教育心 理 学 が 社会

に 貢献で き る よ う に な る こ とを切 に 望 み た い
。
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