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　　　　　　　　　　　　　 研究委員会企画 チ ュ
ー トリアル セ ミナ ー

学級で研究 しようとす る人 の ため の 心理 学研究法入門

　　　　　 一 研究 デザイ ン の 視点 とデー タ収集上 の 注意 一

企画者構演者

企画者・司会者

企画の概要

1．趣 旨

岡 　 　 　 　 隆 　（日本 大 学 文 理 学 部 ）

仲 　 真 紀 子 （北灘 繍 文学研究科）

平 井 洋 子 （首都大学東京都市教養学部）

　心理 学研究法 は ， 実験的な ア プ ロ ーチ を取 る人 だ けで

な く，記述的 なア プ ロ
ー

チや統計 的 なア プ ロ ーチ を取 る

人 に と っ て も役 に立つ 重要な知識で ある 。 なぜな ら心理

学研 究法 は ， 研 究に お い て どの ような変数 を設定すべ き

か ， ど の ような場面や タイ ミン グ ， 方法 でデ
ー

タ 債 的陦

報 も含む）を得 る か な ど， 研究 を予 め デザイ ン す る視点 と

枠組 み を提供 し て くれ るか らで あ る 。 そ の ような視点 は ，

質的研究 ・量的研究を問わ ず，研究の質 を高め て くれ る

で あ ろ う 。

　教育心理学の諸領域 に お い て ， 学級で 観察や調 査 ， 実

践が行 わ れ る こ と は 多 い 。そ う し た 研 究状況 を 心 理 学研

究法の 視点か ら眺 め る と， どの ような研 究デザイ ン 上 の

弱点 や 注意点が浮か ん で く る の で あ ろ う か 。 本チ ュ
ー ト

リア ル で は ，
こ れ らの 点 に つ い て ， 具体 的な例 を交 えな

が ら入門的な 解説 を行 い た い
。

2．想定する対象者

　 学級を研究 フ ィ
ー

ル ド と し て ，量的データ や 質的デー

タを収集 しよう と し て い る研究者や教員 。 横断的研究 か

縦断的研究か は問 わな い 。教室で ど の よ うなデー
タ の 取

り方 を す る と自分の考 え を実証的に検討で き ， ど の よ う

なデ
ー

タ の 取 り方 をす る と それ が で きない の か に つ い て

知 りた い と考え て い る 人 。

3 ．セ ミナ
ー

の 構成

　 第 1部 ：基礎知識編

　 よ り妥当 な因果推論 を行 うため に 知 っ てお きた い 事項

を中心 に ，基礎的な知 識を整 理す る 。

　 第 2 部 ：応用編

　 研 究 をデザイ ン す る過程 を中心 に ，具体 的 な研究場面

へ の 適用 に つ い て 紹介 す る。

第 1部 ：基礎知識編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡　　隆

心理学的研究は ， そ の
一

つ ひ と つ が具体的な実践で あ

る。第 1部 で は，そ の 実践 を可能 に す るた め に 必 要な基

礎的知識 を ， 高野 ・ 岡 （2004 ） と 岡 （2    6b） に 基 づ い て ，

特に実験 的 なアプ ロ ーチ を想定 しなが ら解説す る 。

1．手続 き化 ， 補助仮説

　多 くの研究は リ サ ーチ ・ク ェ ス チ ョ ン を発す る こ とか

ら始 ま る が ，心理学的研 究 の リサーチ ・ク ェ ス チ ョ ン の

多 くは ， 2 つ 以上 の 変数間の関係 に関す る も の で ある 。

2 つ 以上 の ， しか し少数 の 変数 間 の 関係
一

因果関係 に

せ よ相関関係に せ よ
一 が 明確 に述 べ られた もの を ， 研

究仮説 とい う。

　研究仮説 に 含 まれ る変数 は ， おお よそ抽 象的 で 概念 的

な もの で あ る 。 こ の 変数 に つ い て ， 何 らか の 事実を同定

す る ため の 実証 的 な研究 を行 う と きに は ，
こ の 抽象 的な

変数を具体的な手続 き に対応さ せ な け れ ば な ら な い 。 こ

の対応づ けを手続 き化な い し は操作化 と い い
，

こ の よう

に して概念的な変数 と具体的手続 きの対応づ けが 明確 に

述 べ られ た も の を ， 補助仮 説 と い う。多 く の 研究者 に 採

用 され る標準的な手続 き化が 用意 され て い る
一 補助仮

説が 比較的確立 し て い る一 研究領域 も あ る が ， そ う で

な い 研 究領域 で は ， 個 々 の 研究者 が そ の 手続 き化 に 創意

工 夫を凝 らさ な け れ ば な らな い
。

　
一

つ の 実証的研究に は ，
こ の よう に最少 で も 3 つ の仮

説一 研究仮 説 と ， 2 つ の 変数 そ れ ぞ れ の 補助仮 説
一 が 含 まれ る こ と に な る 。 実証的研究の データが 研究

仮説 を支持す る と き に は，研究仮説が 正 しか っ た と，と

り あ え ず結論す る こ と が で き る が ， そ れ が研究仮説 を支

持 しな い と き に は ， 研究仮 説 が 正 し くな か っ た と は 結論

で き な い
。 補助仮説の い ず れ か ， あ る い は両方が適切 で

なか っ た とい う可能性 が あるか らで ある 。 実証 的研究の

こ の よ う な性質の た め に ， 補助仮説が確立 し て い な い 研

究領域 　　心理学 的研 究 で は多 くの領域が そ うで あるが

一 で は ， 「不存在の 実証」や 「反証」は極め て 困難で あ

る 。

2 ．純化，多重意味 と多重手続 き化

　 概念 的な変 数 と具体 的な手続 き は， 1 対 1 で は な く，

多対多に対応し て い る 。 1つ の概念的変数は い くつ もの

具体的手続 き に 翻訳 す る こ と が で き る し ， 逆 に ， 1 つ の

具体 的手続 き は い くつ もの 概念 的変数 の 代表 で あ り う る 。

こ の 後者を ， 「手続 き の多重意味」 とい う。こ の ような事
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情 の 中 で
，

し か し
， 実際 の 手続 き化 に 際 し て は ， 1 つ の

具体的な手続 きが ， そ の 研究が扱お う として い る概念的

な変数 そ れ だ け の 忠実な 代表 に な る よ うに 工 夫 し な け れ

ばな らな い
。 こ の 工 夫を純化 と い う 。 純化を達成す る た

め に は，研究者が 意図しな い 夾雑物が手続 きの 中に紛れ

込ん で ， そ の 結果 と し て 多重意味を もた ら し て い る よ う

な とき に は ， そ の 夾雑物 を取 り除 くように 手続 きを洗練

す る こ とが で きる 。 しか し， こ の よ うな技術的な水準の

問題 で は な く， も っ と根本的な意味で の 「手続 き の 多重

意 味」の問題 を解決 して ， 完全 な純化を達成す るた め に

は操作主義 （Bridgman ，1927 ／1960 ） に よ らざ る を得 な い が ，

心理 学の 中で は ， 具体的な直接的変数 の み を扱 い 操作 主

義 を利用 で き る よ うな研究領域 は極め て 限 られ て い る。

　手続 き の完全な純化が困難 な とき に ， 抽象的な変数の

確か ら し さ一 構成概念妥当性一
を保証して い く手段

は ， 多重手続 き 化 で あ る同
一

の 概念的変数を代表 し て い

る と考 えられ る複数 の 手続きを利用す る方法 であ る 。 こ

れ は， 1 つ の 実証 的研究 の 中 に 複数 の 手続 き を組み 込 む

こ とに よ っ て も， あ るい は ， 別 の 実証 的研究 と して 概 念

的追試を行 うこ と に よ っ て も実現 で きる 。 多重手続 きが

同じ事実 を発見す る と き に は ， そ れ らの多重手 続き が共

有 しな い 意味一一概念的変数一
を排除 で き る範囲 で ，

そ の研究が扱お うと し て い る 目的の概念的な変数の 確か

らしさが保証 され る こ とに な る。

3 ．第 3 の 変数

　 心理 学 的研究 は ，
お お よそ 2 つ 以 上 の 変数 間 の 関係

一 因果 関係 に せ よ相関関係 に せ よ一 を検討す る も の

で あ る。実証的研究 を実施 し て ， 2 つ の 変数間に 関係 （例

え ば．デー
タ 上，有 意 な得点差や 相 関係 数，回帰 係数 な どが 得 ら れ

る こ と）が発見で きた と して も， そ の 関係が本当の 関係で

あ る か ど うか は疑問で あ る。別 の 第 3 の 変数が ，そ の 2

つ の変数間に見せ か けの 関係を つ くり出して い る に 過 ぎ

な い か もしれ な い 。 こ の 第 3 の 変数 は，剰余変数な い し

共変数な ど様々 に呼ばれ る が ， 第 3 の 変数が研究 に 混 入

し な い よ うに 統制一 第 3 の 変数 の 排除な い し は一定化

一 し な け れ ばな らな い
。 個体差変数や個体内変動の 統

制 は ， 実験計画法 に よ っ て比較的機械的に実現で き る が ，

そ の 研究 に 固有 の 第 3 の 変数 は ， 先行研究 に 基づ く専門

的知識 と常識を総動員 した創造 的 な思考 に よ っ て 直接的

に統制 しなけれ ばな らな い
。

　 理 想的な研究計画 が 策定で き た と し て も ， し か し ， 学

級 とい う現場 で は様 々 な制 約の た め に ，そ の 計画 をそ の

まま実行 に 移 す こ と が で き な い 場合 が 少 な くな い 。そ れ

で も， そ の よ うな場合に も ， で き る だけ第 3 の 変数の 可

能性を排除 し て い く，様々 な 工 夫が な さ れ なけれ ばな ら

な い 。例 え ば ，理想的 な 実験 が 不可能 で
， 準 実験 に 頼 ら

ざ る を 得 な い と きが あ る 。 準実験 に は，無作為配 置を行

わな い ケース ， 横断的比 較を行 うケース ， 縦断的比較 を

行 うケ ー
ス な ど ， そ れ ぞ れ の ケ ー

ス に つ い て 第 3 の 変数

の 混入 を防 ぐ， な い し は ， 仮に混入 して い た とした らそ

の 混入 の 事実を事後的 に 査定す るため の 方法 が 開発 され

て い る 。 第 3 の ケ ース で は ， 例 え ば ， 時系列中断計画 や

不等価従属変数 の 考 え方 の 利用 で あ る。

4 ．研究状況の 人間性，社会性

　心理学的研究 は ， お お よそ ， 研 究者 と い う人 聞が ， 研

究参加者 と い う人間 に 対 して研究 を実施 す るもの で ある。

研究の現場で は ， 研究者 とい う役割 の 人間と参加者 と い

う役割 の 人 間 が
， それ ぞれ の 思 い を持 ち 込 み ， そ し て 相

互作用す る 。 そ こ に は，意識的に も非意識的に も， 様々

なバ イ ア ス が持ち 込 まれ ， 様々 な対人影響が お 互 い に実

行 さ れ ， 研究者が 本来意図し な か っ た結果が生 じ る こ と

があ る。

　 こ の よ うな バ イア ス は ， 研究状況 の 人 工 性の 問題 とし

て批判さ れ て い る 。 し か し ， 研究 と い う行為に と っ て 人

工 性 は不可避 の もの で あ り， そ の 人工性が致命的な問題

に な る場合 と な らな い 場合が あ る。実証的な研究が研究

現場 で の現実 の 生活の 人工 的な再構成で あ っ た と して も，

生態学的妥当性が十分 に 配慮 さ れ て い れ ば， と りあえず

は そ の人工性 は致命的な問題 と して 批判 さ れ る に は あた

らな い 。しか し，研究者の 十分 な配慮が な けれぱ致命的

な問題 と な りう る 人 工 性 と し て は ， そ の典型的な例 と し

て ，要 求 特性 や 社 会 的望 まし さ な ど の 観 察 反 応 仮 応

性）， 研究者の 期待効果 ， 自己報告式内観法な どが これ ま

で リス トされ て きた 惘 ，2  03）。 こ れ らの 問題 に対処 す る

た め の 様々 な技術的 工 夫が な さ れ て い る。

　 研究 と い う状況 で は ， 研究者 （実 験者，観察 者 な ど〉 と参

加者 （被験 者，回 答 者 な ど） との 社会的相互作用が 営 ま れ て

い る 。 研究者は参加者に対し て特殊な社会的認知を行 い
，

そ れ に 基づ くコ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 行動 を と る。参加者 は

研究者に対 して特殊 な社会的認知 を行 い
， そ れ に 基 づ く

コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 行動 を と る。研究者 と参加者 の それ

ぞ れ の 特殊性が
， 研究 者 と 参加者 間で の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン に齟齬や 障害 を もた ら し て ， 思わ ぬ方法論上 の致

命的な問題 を招来す る こ とが あ る 。岡 （2006a）は ，こ の よ

うな問題 に つ い て 具体的に議論 し ， そ の解決 の 方向性を

示唆 しよ うと して い る 。

第 2部 ：応用編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仲　真紀子

研究の道筋 は ， （i）関係性 を調べ る に値す る概念 x と Y

を同定す る ；（ii＞概念 X ，　 Y に （一意 に）対応す る変数 Xt 　 y

を 決定す る 購 成 概 念 妥 当 性 〕；  変 数」じ と．yの 関係 性を調査
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