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一 般化 の 問題

　　　　　　　　　　　　一追試 の 重 要 性 とそ の 公 開 を巡 っ て 一
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〈 企 画主旨〉

教育心理学 分野 の 研究 は 、同
．

の 手続 き で 追試

し て も、先行研究か ら得 られ た 結果 と同
一

の 結果

を 得 る こ とが で きな い 場合が 多い と言 う。こ れは、

研究成呆 を 一般 化 す る こ と が困難 で あ る こ とを示

して い るが、そ れ と同時に追試研究 とい う営 み の

重 要 性 を示すもの で ある。こ の シ ン ポ ジウム で は、

追試とい うテ L−・・一？ を 巡 っ て 、積極的に行 っ て 成果

を 公 開 して 共有す べ き とい う立 場、効果 量 と効果

偏 差値 を 用 い る こ とを提唱する 立 場、フ ィ
ール ド

ワ ーク に お け る 再現性 を 志向す る立 場 、臨床研究

との 関連 を重視する 立 場 な ど さま ざまな立 場 か ら

話題 を提供する 。
こ れ らの 話題提供 を うけて 、 追

試 を考 え 、ひ い て は 研 究成果 の
一
般化 に つ い て 考

え るこ とが本シ ン ポ ジ ウム の 主 旨 で あ る。

『KR （教心研 レ ゼ ユ
ー』 と 『心 理 学文献書

ts　（pda −」）蠡とU 、 う試 み

　　　　　　　　　　　 信弼大学 　守　
一
雄

　 『教育心理学研究』誌掲載論 文 の す べ て に 批判

的 な コ メ ン トを し、Web で 公 開す る とい う試み 『K

R （教心研 レ ビ ュ → 』 を 丸 5 年間続 け て き て い

る。　『KR 』の 当初 の 目的 は、　r批判 ・反論 の 健

全なサイ ク ル 」 の 場 を作る こ と、　「
’
追試情報を提

供す る 」 場 を作る こ と だ っ た。

　 『KR 』恥 b版 へ の アクセ ス 件数は、毎 月 LOOO

件を越 え る n

一
つ の 論文 を め ぐっ て 、論文著者 だ

けで な く第三 者 を 巻 き 込 ん だ大議論が展開 され た

例 もあ っ た 。　「批判
・
反論 a）場 作 り」 は

一
応成功

して い る と思 う （それ で も、公刊論 文を批判 され

たにもか か わ らず 、　「反 論 もせ ずに 無視す る だ

け 」 の 著者 が い ま だ に 過 半数 を 占 め て い る の も 事

．実 で あ る）。

　一
方、　「追試情報 の 提供」 の 方は、うま く行 っ

て い ない 。1996年か ら、新潟 国際情報大学 の 松井

孝雄 さん を 申心 に 、 『心 理 学文献 書庫pda
−
」』 と い

則明 （岩 手 大学）

武彦 （和光大学 〉

則明 （岩手大学）

う試 みを始 め た こ ともあ り、 『KR 』 で は 「追試

情報 の 提供 」 は 行 わ ない こ と に した， 『pda
−
」』は，

自由に文書 を 登 録 で き、か つ 自由 に 利用 で きる場

と して 作 り、　「有名な研究だけ ど追試 で きなか っ

た ， あ る い は 再 現す るに は ち ょ っ とコ ツ が必要

だ っ た とい う よ うな惰報 」 を 登 録 し て も らお うと

考 えて い た。し か し、実際に は そ う した使われ方

は な されず 、登 録 文献総数もまだ少ない 。

　 こ の シ ン ポ ジ ウム で は こ う し た試み に つ い て 紹

介す るととも に 、学会 の Webペ ージな どに 追試情報

を提供 で き る シ ス テ ム を 作る こ とを提 案し た い 。

「勧 果量 亅 と 「効 果偏差値」 の ス ス メ

　　　　　　　　　　和光大学　　伊藤　武彦

　教育心 理学研究 に お い て、効果 （例 えば群間

謝 の 大き さの 判断や 比 較 に有意差検定を用 い る

こ とは 誤 りで ある。統計的検 定で は、有意差検定

；効果の サ イ ズ × サ ン プ ル サイ ズ 、とい う関係に

ある の で 、 判断 は 被 験 者数 に 左右 され る。有意差

検定 は 、そ もそ も被験者数 の 少 ない （＝検定力 の

低 い ）研 究には適 さな い し、逆に 、 被験者数 の 多

い 研究 で は 僅 差 で あ っ て も 「統 計的に有意 」 に

な っ て しま う。そもそ も、母集 団 の 平均値 の 差が

”

〔，
”

か どうか の 推 定 に 他な ら な い の で、情 報の 価値

は 低 い 、等 の 問題 があ る。

　実質 的な効果を評価す る に は 、む し ろ効果 の サ

イ ズ ー効果量ES （C・h・ n，1977， ⊥988）の 検討が必要

で ある。効果量 に よ り、尺 度、被験者数の 違 い を

こ え て 先行研究 との 比 較 が で き、総合的 な メ タ分

析 も可能 で ある。い わ ば、検定結果 の 表 記 は 「挨

“；1　 ．効 果量 の 提 示 は 陰 話内容」 の よ うな もの

で あ る 。

　 ア メ リカ 心 理 学会投稿 マ ；＝ ユ ア ル （1994＞で も、

効 果 量な ど標本 数に 依存 しな い 測度 の 使用をすす

め て い る。 こ こ で は 、効 果 量 を直感的
・感覚的 に

理 解す るた め に 、　「効果偏羌値 lC 絹 ］配 布 の 伊
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藤，1998参照｝を紹介す る 。 効果偏差値は、学生 の

論文指導や追試研究をふ くめ研 究成果 の 公 表 に 利

用 可能 で あ る。

  効果 量ES＝ （実験群 の 平均 一
対照群 の 平均）

　　　　　　　　　　　　 ÷ 対照群 の 標準偏差

  効果偏差値 ＝ 効果量 × 10＋50

追試 ： 「して ど
一

す る ？ 」と fして み なき ゃ 1亅

の 問 一
あ る い は フ ィ

ール ドワー
クと再現 可能性

　　　　　　　　　　　　 福島大学 　佐藤達哉

　 研究者 の 役割は新し い 知識 の 生産 で ある 。 学範

内部 （モ
ー

ド 1 ）的あ る い は 対祉会 （モ
ー

ドH ）

的 に 有用 で あ る こ と が 求 め られ る と し て も ・・
。

　 と は い え、あ る研 究者が 提出 し た知 見 に つ い て 、

ホ ン トなの か ？ ウ ソ じ ゃ ない の か ？ とい うよ うな

場合に は確認す る 必 要 が で て く る。理 論的、社会

的に 重要な場合 は特に そ うで ある。従 っ て 、目本

の 『教育心理学研究』論文 の 追試 が 少 ない と し た

ら、触手を動 か す よ うな研究 が 少 な い と い う可能

性 を考え な け れ ば い けな い
。 認知的不 協和理論 で

知 られ る Fest 加 ger が来 日 した とき、次 々 と彼 の 理

論に関する （追試的）研究を発 表 しつ づ ける 日本

の 研 究 者 た ち に 対 し て
、 彼は 「日本に 特有な杜会

現 象 を テー
マ に しな い の か ？」 とい う苦言 を呈 し

た とい う （相良、1965） n 外 国 の 研 究 の 追試 論文

が 多 い 場合 、そ れ らの 追試 を しな い の もや む を え

な い 。追試の 追試 に なる の はさす が に ツ ラ イ 。

　 さて 、最近 は フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク 的な 手 法 を 用 い

る魅力的な研究が多く行 わ れ る よ うに な っ て き た

た め 、 追試研究の 必要性 は増 して い る ように 思 え

る。だが こ れ らの 研 究が 追試 に 開 か れ て い る か と

い うとそ うと も 言 え な い 。そ の 揚 、そ の 文化に お

ける行動や 文化 の 記 述 を 目的 に し て い る の で あ る

か らで あ る 。 だが、社会的に重要な問題 を扱 う場

合に は 「自分 し か わ か ら な い ・で きない 」 とい う

よ うな ス タ ン ス は 望ま し くない 。自分 の 知見 を他

者が 再確認 で きるよ うな仕掛けを 作っ て お くこ と

が 必 要 とな る だ ろ う。 そ の キ…
ワ
ー

ドを 「再現可

能性 」 と した い 。あ る 研究 の 成果 を 「怪 しい 」 と

思 っ た他者 が 「似た よ うな揚 」 で 研究 で きる よ う

な仕紐 み は最低 限作 らなけれ ばい けな い と思 うe

　あ る 研究 の 成果 と全 く同 じ普遍的な知識を求 め

るの で は な く 、 知識それ 自体がネ ッ トワーク的に

広が っ て い くよ うな知識生産 を 可 能 に す る 研 究 方

法を整備 して い くこ とが フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク 的研 究

の 課 題 と な る と思 わ れ る 。

追試研 究の価値一臨床研 究 との 関連に お い て

　　　　　　　　　　　　 岩 手大学　我妻則明

　 教 育心理学研 究で 、よ く使用 され る 検 定 は 、母

集 団 か らの 無作 為抽 出を前提 と し て い る が 、こ れ

を実施 して い る研究は 皆無とい っ て よく、標本 か

ら得 られた結果 を、想定して い る 母 集 団 に 対 して

た だ ち に
一

般化す る こ とはで きな い
。 ま た 、 無作

為割 当は検定が で き る が 、そ の 結果 は 対象 と し た

標本 に限 られ る の で あり、やは り、た だ ち に一
般

化す る こ とは で きな い 。

　 こ れ らの 統計学的な問題ばか りで な く、他の 要

因もか らん で 、教育心 理 学研究 は 、同
一

の 手 続 き

で 追 試 して も 、 先行研究か ら得 られた結果 と同
．．・

の 結果 を得 る こ とがで きない 場合 、すなわち再現

性が ない 場合 が多 い と言 う。 こ の ため 、標 本 か ら

得ら れ た 研究成果 を
一

般化 し、そ の
一

般化 の 範囲
・
限界 を実証的に明 らか にする に は、標本 によ る

追試 を重ね て い く必要が あ る。

　 と こ ろ で 、こ の 標本 に よ る追試 を重ね て い く方

法は 、今まで 、臨床 心理学で採用 し て い た方法 で

あ る。す なわち、あ る臨床家で あ る 研究者 が 、あ

る タ イ プ の 来談者 に 対 して 、あ る新 しい 臨床 心理

学的技 法を用 い て 、問題 の 改善を図 る こ とが で き、

それを事例研究と して 発表す ると、他 の 臨床家は 、

同 じ タ イ プ の 来 談 者 に 対 して そ の 技法を用 い て、

問題 の ee　tt
’
を 図 ろ う とす る の である 。 こ の 他 の 臨

床家が行 う臨床行為 が 、実質的 に追試 と な っ て い

る の で あ り、同 じ結果 で あ る 揚合は 、そ の 技法 の

信頼性 を高 め る 可能性 を示す もの で あ り、異なっ

た結果で あ る場合は、新 たな理解を得 られ る可能

性 を示 す もの で あ る。 こ の よ うに統計 的一．
般 化 と

臨床的
．．．
般 化 とは、実は同 じもの となる 可能性 が

あ るの で あ る 。
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