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淑徳大学社会福祉研究所年報　第１号　2024

淑徳大学社会福祉研究所の「社会福祉研究所年報」（第１号）をお届けいたします。

淑徳大学社会福祉研究所は、淑徳大学の附属機関として、1977年に「淑徳大学カウンセリングセン
ター」を改組して「相談治療研究室」「総合福祉研究室」「地域福祉研究室」の３部門で構成されまし
た。その後、1994年に「総合福祉研究室」「地域福祉研究室」を統合して「総合福祉研究室」とし、
それに「発達臨床研究センター（児童臨床部門）」と「共同研究推進室」を加えた３部門構成となり
ました。
しかし、１学部１学科でスタートした淑徳大学が複数のキャンパスに５学部と２大学院研究科を有
し、また、多くのヒューマンケア領域（福祉・教育・保育・看護・心理、介護等）に人材を輩出して
いることから、2021年１月に時代のニーズを見据え、これまでの事業内容を見直し、改組に関して学
長からの諮問があり、2022年に改組検討チームが構成され、１年間かけて改組案を検討し、「発達臨
床研究センター」以外の部門を見直しました。
その結果、2023年度からこれまでの「総合福祉研究室」「共同研究推進室」に代わり、「総合福祉研
究室─スーパービジョン実践・研究部門─」「研究サポートセンター」を新設しました。また、紀要
「総合福祉研究」を見直し、「社会福祉研究所年報」として、デジタル化をすることに至りました。
本号は、まだ改組し、歩き出したばかりの年報となりますので、主に事業報告がメインとなりま
す。事業報告を読んでいただき、改組した社会福祉研究所の方向性に対するご理解をいただけますと
幸いです。そして、今後の発展のために学内外の方々からご意見、ご協力をいただけますと社会福祉
研究所がより充実したものとなると考えております。
どうぞ、今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

淑徳大学社会福祉研究所

所長　齊　藤　順　子

巻頭言
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事業報告

社会福祉研究所　2023年度事業報告

〘研究サポート部門事業報告〙
今年度からの研究所改組により、これまでの「総合

福祉研究室」「共同研究推進室」に代わり、「総合福祉

研究室─スーパービジョン実践・研究部門─」「研究

サポートセンター」を新設した。

「研究サポートセンター」では、社会福祉（ソー

シャルワーク）等の実践現場（フィールド）と大学を

繋ぐ「場」、国内外との共同研究へと発展できる「場」

として基盤形成を目指している。また、学内の付属機

関としての特徴を活かし、教職員・大学院生への研究

サポートを行い、研究が活性化するための基盤づくり

を行うことを目的としている。

2023年度の改組に向けて、2022年度３月にパイロッ
ト事業として、大学教職員・大学院生を対象に２回の
「研究手法講座」を開催した。今年度は、「研究手法講

座」として、大学教職員・大学院生（大学院入学予定

者含む）を対象に、本学総合福祉学部　大橋靖史教授

による質的研究デザインをテーマとした講座を開講した。

2022年度、2023年度の研究手法講座は、次年度以降
の「研究サポートセンター」の今後の事業展開のため

のパイロット事業の意図があり、研究手法講座のアン

ケート結果をもとに、2024年度以降の事業計画を立てた。

また、社会福祉研究所は学園のコロナ後の学園調査

「読売新聞社との共同調査」（班長：コミュニティ政策

学部山本功教授）の主幹として、調査班のメンバーを

兼担研究員に任命し（第12条（2）兼担研究員規程）、
研究の成果を2024年度に成果報告を兼ねて研究手法講
座として予定している。

令和４年度　第１回研究手法講座
「エスノグラフィー・ワークショップ」
・開催日： 2023年２月27日（月）　13：00～16：10
・開催場所： 淑徳大学千葉キャンパス12号館301教室
・講師：郷堀ヨゼフ（淑徳大学総合福祉研究科教授）

・参加人数： 教員11名、大学院生・研究生10名（大
学院入学予定者含む）

静岡社会健康医学⼤学院⼤学教授。1970年⽣まれ。上智⼤学⽐較⽂化学部卒、エジンバラ⼤学⼤学院社会政治科学研究科修
⼠課程修了、京都⼤学⼤学院⼈間・環境学研究科博⼠課程単位取得満期退学（のちに⼈間・環境学博⼠）。関⻄看護医療⼤
学専任講師、東京⼤学特任講師、信州⼤学准教授を経て、2021年4⽉より現職。専⾨は死⽣学、医療社会学、質的研究⽅法
論。質的研究⽅法論の著作に『質的研究法マッピング』（共著、新曜社）、『質的⼼理学辞典』（共著、新曜社）、『「主
観性を科学化する」質的研究法⼊⾨―TAEを中⼼に』（共著、⾦⼦書房）、『医療研究と質的研究―その関係に⾒る苦難と
意義』（単著、質的⼼理学フォーラム（4）28-35，2012）、Characteristics�of�qualitative�studies�in�influential�journals�of�
general�medicine:�a�critical�review�（共著、BioSience�Trends�3(6)202-209�2009)�などがある。

⼭崎 浩司（やまざき ひろし） 

⺠族誌のような限定的な理解を超えて、質的研究の⽅法論と
してのエスノグラフィーの特徴とプロセスについて紹介しま
す。＜現場＞を研究する際、その現場で問いを発⾒するとこ
ろから出発し、現場を内側から理解して⽂脈の中で解釈する
エスノグラフィーについて説明します。グループワークや実
際の研究事例を通して、研究計画の設計や分析⼿法を含む現
場調査（フィールドワーク）の具体的な進め⽅を参加者と共
有していきます。

⽇時：2023年2⽉27⽇（⽉）

�講師：郷堀 ヨゼフ ⽒
  13：00∼16：10

（アジア国際社会福祉研究所教授）

第1回
エスノグラフィー ワークショップ

第2回
M-GTA ワークショップ

M-GTA（修正版グラウンディド・セオリー・アプローチ）
の基本特性と分析⼿続きを詳しく解説します。M-GTAはど
んな研究に適しているのか、他のバージョンのGTAとどう
違うのか、M-GTAで重視される【研究する⼈間】とは何
か、独⾃の⽅法論的⼿続きである分析テーマと分析焦点者の
設定や分析ワークシートの活⽤はどう⾏うのかなどについ
て、グループディスカッションや具体的な研究例の参照をし
つつ、理解を深めていきます。

⽇時：2023年3⽉27⽇（⽉）

講師：⼭崎 浩司 ⽒
  13：00∼17：50

 （静岡社会健康医学⼤学院⼤学教授）

淑徳⼤学社会福祉研究所主催‧淑徳⼤学⼤学院総合福祉研究科後援

令和4年度 研究⼿法講座開催のご案内

郷堀 ヨゼフ（ごうほり よぜふ）

淑徳⼤学アジア国際社会福祉研究所教授。1979年チェコスロバキアに⽣まれる。カレル⼤学卒業、カレル⼤学⼤学院東アジ
ア研究科修了後、2005年に留学⽣として来⽇。2011年兵庫教育⼤学連合⼤学院博⼠課程を修了し、博⼠号（学術）を取得。
国際⽇本⽂化研究センター研究員、上越教育⼤学⼤学院講師や新潟県⽴看護⼤学講師等を経て、2015年10⽉より淑徳⼤学に
勤務。ターミナルケアやがん治療に重点を置いて医療福祉の諸課題に取り組む。近年、仏教ソーシャルワークの研究プロジ
ェクトのほか、ケアとスピリチュアリティ（宗教）や意思決定⽀援に関する研究調査に携わる。エスノグラフィー・アプロ
ーチを活かした主著に『⽣者と死者を結ぶネットワーク』（単著、上越教育⼤学出版会、2016）、「介護施設における⾼齢
者の社会的ネットワーク」（共著、『教育実践学論集』10号、2009）、「⽐較近代死⽣観研究の前哨」（『⽐較⽇本⽂化研
究』15号、2012）などがある。

参加費：無料

対象：本学教員
 ⼤学院⽣

 研究⽣
⼤学院⼊学予定者

定員：30名
 社会福祉研究所では、淑徳⼤学の研究のさらなる活性化、発展を⽬指して、令和
5年度からの改組を準備しています。淑徳⼤学の先⽣⽅が教育だけはなく、研究の
フィールドにおいても交流し、共同で研究が⾏えるような基盤づくりも⾏っていく
予定です。
 また、⼤学院⽣の研究⽀援を⼤学院と協働し、教育と研究の充実を図ります。そこで、令
和4年度は、研究⼿法の講座の開催を企画しました。まずは「質的研究」として「エスノグ
ラフィー」と「M-GTA（修正版グラウンディド・セオリー・アプローチ）」を取り上げ、
研究テーマを研究へと展開していく研究⼿法を学ぶワークショップを開催します。ご⾃⾝の
研究をブラッシュアップさせる機会、学⽣への指導へ活かす機会、学内の教員との研究での
交流の場として活⽤したいという先⽣⽅にぜひ、ご参加いただきたいと存じます。                 社会福祉研究所 所⻑ ⿑藤 順⼦

講師紹介

☚お申込はこちらから
（2/10締切）

お申込・お問合わせ先

社会福祉研究所／総合福祉研究室（12-309）
TEL:043-265-7377(内線：739）
E-mail：sougou@soc.shukutoku.ac.jp
（⽕・⽊・⾦ 9：00∼17：00）

 会場：淑徳⼤学 千葉キャンパス 12号館301教室
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【資料】
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6.53

研究手法
ワークショップ

1.エスノグラフィー
2023年2月27日 郷堀ヨゼフ

目次

１．エスノグラフィーの紹介・特徴
２．エスノグラフィーのプロセス
３．現場に入る/フィールドワーク
４．エスノグラフィー分析の基本
５．ディスカッション

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 2

エスノグラフィー＝
人びとが生きている現場を
理解するための方法論

小田博志

エスノグラフィーという言葉
18世紀のドイツ
Ethnos Graphein
Ｘ地理学（Geographie） ｘ民族学（Ethnologie）

日本の文化人類学
民族誌という意味で理解されることが多い。フィールドワークというプロセス

英語圏
フィールドワークを含んだ調査研究＝方法論としてのエスノグラフィー

DOING ETHNOGRAPHY
このワークショップでは質的研究の方法論としてエスノグラフィーを位置付ける。

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 4

CHAPTER ❶

エスノグラフィーの特徴
現場を内側から理解する
人びとが何かを実際行っている場＝現場
→教育現場や医療現場など
エスノグラフィー＝現場学の方法
（現場調査=フィールドワーク）

現場で問いを発見する
旅と同じ
これはなんだろう︖という問い（違和
感、気づき）から研究設問へ

素材を活かす
厳密に決められた研究手順（標準）
がなく、研究度の高い研究手法である。
対象と問題にあわせて適切な方法を
選んでいく。

ディテールにこだわる
ディテールが何よりも重要。
経験からいきいきとした現場を描き出す

文脈の中で理解する
細かくかつ広く
文脈理解 / マクロな文脈

エスノグラフィー 5年 月 日2023 2 27

Aを通してB
具体と事象の間 / 実証と理論の間
具体的な事象について調べる（A）＞理論的な
テーマを論じる（B）

橋渡しをする
ある世界を内側から理解して、それを
別の世界へと伝える

現場調査（フィールドワーク）の基本姿勢

マリノフスキー (Malinowski,B.) 1884-1942
トロブリアンド諸島の人々の生活の参与観察
フィールドワークをベースとした研究手法を提唱

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 6

EMIC と ETIC
フランツ・ボアズ（Boas,Franz 1858-1942）

「世界に存在する多様な文化を優劣で評価することはできず、それ
ぞれの文化はそれぞれに豊かな内容を含んでいる」

パイク（Pike,K. 1912-2009）により提唱された概念(1954）
※言語学に由来（phonetic及びphonemic）

エティック ＝ 普遍的な尺度を前提に文化を比較する立場

イーミック ＝ 個別の文化を内在的に理解しようとする立場

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 7

EXERCISE１

父とは︖

父親とは誰のことですか。
どう定義しますか。

スーダン、ヌアー族
婚礼に際して花嫁に牛を贈った者が、
その女性から生まれた子の父となり、そ
の子に対して法的・社会的権利と義務
を有する。ちなみに、女性も父になり得
る。※生物学的父（genitor）と社会的
父（pater）が一致するとは限らない。

これではなぜだ
なぜ、女性でも父になり得るの︖
なぜ、牛をくれた人が父になるの︖

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 8
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9

10

11

12

13

14

15

16

エスノグラフィーのプロセス
実例から学ぶ
医療事故の現場エスノグラフィー（林他, 2009）
災害エスノグラフィー（嶋森他, 2002）
人口中絶と看護教育（勝又, 2018）

プロセスを見渡す
事前調査から成果公表まで

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 9

CHAPTER ❷

実例から学ぶ︓医療事故の現場エスノグラフィー
看護学の嶋森好子による研究
医療事故の実態調査から事故防止対策を検討する研究プロジェクト

医療事故の現場に直接入り、当事者のインタビューを通して、事故の経過を
詳細に明らかにする調査を実施。

臨床現場の当事者の視点とその文脈も含めて理解する

「こうしたミスや医療過誤は、いくつかの要素が重なれば誰にでも起こりうる。」

「日常臨床現場で必要なのは、マニュアル的な外側からの知識の蓄積の総
和ではなく、こうした『当事者の視点』に立って出来事を再構成しようとする方
法論、そこから反省点や改善点を抽出していこうという「発見的」作業ではな
いか」

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 10

実例から学ぶ︓災害エスノグラフィー
富士常葉大学や京都大学の防災専門家からなる研究グループは、阪
神・淡路大震災で被災者の救援や支援を担った神戸市職員150人余り
から当時の対応について聞き取り調査を行ってきた。災害に直面した当事
者に対して詳細な聞き取りを行い、その言葉から教訓を導き出す「災害エ
スノグラフィー」と呼ばれる研究である。

集められた証言はA4版でおよそ2400ページ。避難所のトイレ設置から犠
牲者の斎場手配まで。被災地は何に直面し、人々はどう動いたのか︖
その現実を、時系列であらゆる角度から捉えたかつてない記録だ。しかも、
この聞き取りは「非公開」を前提に行われたため、行政マンらがこれまで胸
に秘めてきた「苦悩と選択」が克明に語られている。
どの命を優先して救うのか︖ 被災者に不満が残らない物資配布の方法
は︖ 数千もの犠牲者の火葬をどう行うのか…︖

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 11

実例から学ぶ︓災害エスノグラフィー
市職員、消防署員、一般市民に災害体験についてインタビュー調査を
行って、事例を再構成しながら、そこから今後の防災に活かせる知識を引
き出そうとした研究。

△ インタビュー調査を中心に行われ、参与観察を実施していない
△ 阪神地区の地域的・歴史的文脈に位置づけていない
△ 理論化が行われていない

「私たちの目の前で展開されていく阪神・淡路大震災の様々な事象は、
初めて目にする『異文化』だった。（・・・）災害エスノグラフィーは、傍観者
の視点を捨てて、災害現場に居合わせた人たち自身の言葉を聞き、その
人たちの目に災害がどのように映っていたか、その人たちの立場で災害像を
写し取る。」

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 12

実例から学ぶ︓人口中絶と看護教育
勝又、2018
出発点︓日本では，平成28 年度はおよそ16 万8 千件の人工妊娠中絶
が実施されている．だが・・・
「中絶における看護に関しては，教科書に掲載されていることがほと
んどなく，看護師は知識を得ることがないままに施設に就職をして，
初めて看護をすることになる．このため，看護師は看護について，
実践の中で各々学んでいくしかないのが現状である．

↓

中絶の看護において共通する行動パターンやルールを記述することを
目的とした．これにより，中絶における日常の看護が明らかになり，
今後の看護教育に対する示唆を得ることができると考える．

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 13

プロセスを見渡す

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 14

エスノグラフィーのプロセス

恥ずかしながら郷堀の過去の研究を事例
として扱う

理論的背景
諸関係の構造＝ネットワーク

社会的ネットワークを一つの道具として使用。

社会的ネットワークは、複数の参加者を
結びつける複数の関係から形成されている構造である。
（Simmel, 1903; Moreno, 1934; Radcliffe-Brown, 1952; 

Bott, 1957; Wellman,  1988; Freeman, 2004）

個人に人的資源を提供しており，社会的サポートおよび
疾病や疎外現象の予防としてはたらく人間関係の構造。
（Antonucci&Jackson, 1987;野口, 1999; Krause, 2001;浅川, 

2003; Berkman, 2005; Fiori, 2006; 野邊, 2006; 杉澤, 2007; 
古谷野, 2007, 2009）

理論的背景
ネットワークの構造

人人間間界界

個個々々人人のの社社会会的的ネネッットトワワーークク

本本人人

社会的ネットワーク論に基づく全体構図
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17

18

19

20

21

22

23

24

理論的背景
人生を支えるつながり

・健康定義 （世界保健機関, 1948）

・マズローの欲求段階 （Maslow, 1943; Hofstede, 1984 ）

・残酷状況下の強力な支え （Frankl, 1977; Antonovsky, 
1987; ベッカー, 2009)

・家族や友人による高い情緒的サポートが 良好な精神的健康との相関
（Antonucci, 1987, 川本, 2000, 2004; 藤田, 2003; 小泉, 2004; 原田, 
2005; Fiori, 2006）

・高齢期を支える人間関係 （Litwak&Szelenyi, 1969; Canter, 1979; 
Hess, 1972; Antonucci, 1987; Carstensen, 1991;藤崎, 1998 ; 
Takahashi&Ohara, 2002; 古谷野, 2005; 郷堀他, 2009;野邊, 2010 ）

終末高齢期におけるつながり

施 設 外 の 友
人・近隣ネッ
トワーク

施設内の友人

介護士

家族員本
人

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
層

第第一一鉄鉄輪輪
個々人の価値観

（社会的規範の影響）

第第二二鉄鉄輪輪
・物理的距離
・健康状態

・・隔隔離離
・・疎疎外外状状態態
・・孤孤独独

高齢の介護施設利用者
や患者が親しい関係に
欠乏している。

何故、死者との関係︖

「あなたにとって大切な人とは誰ですか」と質問したところ、そ
れまでの話の中ですでに死亡していることの明らかだった亡夫
や亡妻の名前出された。

すでに死亡しているネットワーク・メンバーについての記述は、
ネットワーク理論にも皆無に等しい。

だが、日本人の高齢者が死者を大切な存在として認識し、
自分のネットワークに位置付けようとすることは、眼の前に現
れた事実であった。

Exercise 2⃣
「日本人の高齢者が死者を大切な存在として認識し、自分のネットワークに位置付けようとするこ
と」としているが、これをどのように解明しますか。

※エスノグラフィーのワークショップということなので、番組的にエスノグラフィーを活用する方向で(笑)

時雨乃化

先先行行研研究究分分析析

ププリリテテスストト

観観察察

時雨乃化 調査実施中

もう一度、研究目的及び計画
と照らし合わせて検討。

仮説を確立し、これらを明ら
かにする手法を確認。

上記の作業を終えて、はじめ
てフィールドへ入り、調査を
開始できる。

調調査査をを実実施施ししななががらら、、たたままににはは立立
ちち止止ままりり「「僕僕っってて今今、、何何ををししててるる
ののかか？？」」「「何何ののたためめににししててるるのの
かか？？」」

収穫 分析中

フィールドで得られ
たデータを研究室へ
持ち込んで、
引きこもる。

学会などでの指摘・
気づきを念頭に置き
ながら

時雨乃化 分析中

データ ブラック・ボックス
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25

26

27

28

29

30

31

32

論文執筆

収穫したものを調理していく。
調査・分析の結果、つまり結論
を“食べて”もらうために。

美美味味ししいい料料理理ががででききてて、、
ははじじめめてて研研究究作作業業完完了了！！

Exercise 3⃣

人人間間界界

個個々々人人のの社社会会的的ネネッットトワワーークク

本本人人

社会的ネットワーク論に基づく全体構図

理論的背景として紹介したこの構造に死者をどの
ように位置づけますか。

社会へ還元

医療従事者育成 教育、死生観
医療福祉の現場 アセスメント・意思決定支援
教育 いのち教育、公開講座、市民セミナー
グリーフケア 上智大学グリーフケア研究所講座『精神医学』

プロセスの特徴

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 28

エスノグラフィーのプロセス

● ケースバイケース
● 最初は広く、だんだんと狭く
● 行きつ戻りつ
● 混沌から秩序へ
● Aを通してB
● 素朴な問いから研究設問へ

現場に入る/フィールドワーク
エスノグラフィーのリテラシー
● 鵜吞みにせず ● ステレオタイプ
● 本質主義と批判的思考

倫理的配慮
● マナー ●身の安全 ● 倫理綱領

現場の入り口
紹介 発見 ご縁
疑問を大切に

現場入り
ふたつの旅

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 29

CHAPTER ❸

現場で求められる基本姿勢

新しいものに
心を開く

現場の視点に
立つ

わけが
わからない状態
をこらえる

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 30

現場で求められる基本姿勢

時間をかける 問い 調べ
分析する

臨機応変に

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 31

現場で求められる基本姿勢

多様な方法を
組み合わせる

マナー・倫理・
安全を忘れず

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 32
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33

34

35

36

37

38

39

40

フィールドワークの手法

よく観る
見るｘ観る

よく聴く
聞くと聴く

書き留める
フィールドノーツ

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 33

EXERCISE 4⃣

よく観る アフリカへ出かけましょう 何を観たか︖

誰が︖何をしたか︖何のた
めに︖どうして︖いつ︖

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 34

フィールドワークの手法

関わりながら観る

参与観察

尋ねる・会話する

インタビュー

・撮影する
・文書をまと
める

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 35

参与観察
関わりながら観る方法

エスノグラフィー調査の
最も独自な方法

現場の一員でありながら余
所者である。現場の「あたり
まえ」が身についてくる。

総合感覚的な実践

立ち止まる
意識的に反省したり分析し
たりする。書くこと（フィールド
ノーツ）を通して問いかける

ニュアンス
発話者の内容・ニュアンス・
言葉遣いをそのまま書き取
ること。

エスノグラファー(自分）の考
察を区別すべき。

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 36

インタビュー
尋ねる・会話する

半構造化インタビュー

質問項目（インタビューガイ
ド）のみ。
自由度が高い。

ナラティブ・インタビュー
自由に語ってもらう。
「物語」「語り」

インフォーマル・
インタビュー

現場の人々と過ごす時間が
長くなればなるほど会話をす
る、おしゃべりをする。
※病棟の昼休み

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 37

フフォォーーママルル・・イインンタタビビュューー イインンフフォォーーママルル・・イインンタタビビュューー

インタビュー
尋ねる・会話する

プロセスとしての
インタビュー

単発インタビューより深まる

多声的なインタビュー
ひとつの事象に対して同じ考
え方・同じ経験をもつというこ
とはあり得ない。

多様な視点

録音と文字変換

オフレコと緊張感

トランスクリプト
☆逐語型
☆抜粋型

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 38

基本姿勢
素材を活かす
データがもつ意味
データを“調理”する

理論あてはめはダメ・現場の問いに焦点を
素材が主、道具は縦
現場と研究の世界のバランス（実証ー理論、具体ー抽象）

初心とひらめきを大切に
紹介 発見 ご縁
疑問を大切に

概念力を発揮する
ふたつの旅

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 39

CHAPTER ❹

素材を活かす

料理

• 素材（食材）

• 調理道具・調味料

• 料理人

• 完成した料理

エスノグラフィー

• データ

• 概念的道具

• エスノグラファー・研究者

• 論文／プレゼンテーション

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 40
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41

42

43

44

45

46

47

48

エスノグラフィー分析

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 41

設問
を明確にすること

事例
を構成すること

鍵概念
を導き出すこと 分析

序論 本論 結論 論文

エスノグラフィー分析

2023 2 27年 月 日

●“地図のない街の地図をつくる” ●データになじむ（入力する/整える）
●データに見出しをつける ●イメージに言葉をつける

❶ データを読み込む

調査の対象を捉える視座 “この具体的な事象は何の事例なの︖“
❷ 理論的テーマを読み取る

研究目的に沿って「事例」と「理論的テーマ」を組み合わせる
❸ 研究設問を練り上げる

●設問をデータに向けて概念化 ●概念同士の関係性を見出す
●鍵概念を導き出す ●概念関係図をつくる

❹ 概念と概念を結びつける

エスノグラフィー 42

❺ 結論を導き、理論的考察を行う

実例から学ぶ︓人口中絶と看護
勝又、2018
出発点︓日本では，平成28 年度はおよそ16 万8 千件の人工妊娠中絶
が実施されている．だが・・・
「中絶における看護に関しては，教科書に掲載されていることがほと
んどなく，看護師は知識を得ることがないままに施設に就職をして，
初めて看護をすることになる．このため，看護師は看護について，
実践の中で各々学んでいくしかないのが現状である．

↓

中絶の看護において共通する行動パターンやルールを記述することを
目的とした．これにより，中絶における日常の看護が明らかになり，
今後の看護教育に対する示唆を得ることができると考える．

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 43

EXERCISE 5⃣

共同作業として概
念化・概念関係図
作成にチャレンジ。

研究者側で抽出した概
念の命名を行い・関係性

を見出す

統計ソフト

※実は付箋も高額のソフト
と同じ役割を果たすこともあ
る

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 44

EXERCISE 5⃣ ＊資料を使います。

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 45

１．参与観察とインタビューで得られたデータか
ら抽出されたコード（資料参照）に命名（ネー
ミング）してみてください。

２．各コードの共通性等々踏まえて、コードと
コードを結び付けて、一つ、または複数の【行動
パターン】(概念）でまとめてみてください。その行
動パターン(概念）の命名を行ってください。

３．【行動パターン】を束ねる鍵概念を導き出し
て、命名を行ってください。

鍵概念 ＞ 概念（行動パターン） ＞ コード （６個）

さいごに

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 46

エスノグラフィー
現場学と淑徳の実学
現場（臨床）から出発し現場（臨床）にその成果
を還元

量的研究の得意/苦手
質的研究の得意/苦手
→ここ数十年、量と質を組み合わせた（Mixed
methods）アプローチがかなりおウエイトを占める。

参考・引用

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 47

小田博志(2010)『エスノグラフィー入門』春秋社
勝又里織(2018)「人工妊娠中絶における看護のエスノグラフィー―初
期中絶における看護に焦点をあてて―」日本看護科学会誌. Vol. 38, pp. 
37–45, DOI: 10.5630/jans.38.37

郷堀ヨゼフ（2016)『生者と死者を結ぶネットワーク』学文社

嶋森好子他（2002)『病棟から始めるリスクマネジメント』医学書院

林春夫他（2009）『防災の決め手ー災害エスノグラフィー』日本放送出
版協会

ありがとうございました
郷堀ヨゼフ
josef@soc.shukutoku.ac.jp

2023 2 27年 月 日 エスノグラフィー 48
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令和４年度　第２回研究手法講座
「M-GTAワークショップ」
・開催日：2023年３月27日（月）　13：00～17：50
・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス12号館301教室
・講師： 山崎浩司（静岡社会健康医学大学院大学教

授）

・参加人数： 教職員12名、大学院生・研究生16名
（大学院入学予定者含む）

【資料】

1

2

3

4

5

6

研究⼿法講座︓M-GTA

⼭崎 浩司
静岡社会健康医学⼤学院⼤学

2023年3⽉27⽇ 淑徳⼤学社会福祉研究所

n 所属：静岡社会健康医学大学院大学

n 専門：死生学、医療社会学、質的研究方法論

n 所属学会・研究会：

è日本保健医療社会学会 （評議員）

èM-GTA研究会 （世話人、副会長、スーパーバイザー ）

è日本質的心理学会

è日本死の臨床研究会

è日本臨床死生学会 （評議員）

è中部M-GTA研究会 （世話人、初代会長）

è日本グリーフ＆ビリーブメント学会

⾃⼰紹介

2

1. M-GTAが本当に最適なのか︖
2. M-GTAはどんな質的研究⽅法論なのか︖
3. 他のGTAとの違い︓データの切⽚化と【研究する⼈間】
4. 分析テーマの設定
5. 分析焦点者の設定
6. 分析ワークシートと理論的メモ・ノートの活⽤
7. 結果図とストーリーライン
8. 最後に強調したいこと

本⽇のトピック

3

1. M-GTAが本当に最適なのか︖

4

研究⼿法講座︓M-GTA

⼭崎 浩司
静岡社会健康医学⼤学院⼤学

2023年3⽉27⽇ 淑徳⼤学社会福祉研究所

n 所属：静岡社会健康医学大学院大学

n 専門：死生学、医療社会学、質的研究方法論

n 所属学会・研究会：

è日本保健医療社会学会 （評議員）

èM-GTA研究会 （世話人、副会長、スーパーバイザー ）

è日本質的心理学会

è日本死の臨床研究会

è日本臨床死生学会 （評議員）

è中部M-GTA研究会 （世話人、初代会長）

è日本グリーフ＆ビリーブメント学会

⾃⼰紹介

2

1. M-GTAが本当に最適なのか︖
2. M-GTAはどんな質的研究⽅法論なのか︖
3. 他のGTAとの違い︓データの切⽚化と【研究する⼈間】
4. 分析テーマの設定
5. 分析焦点者の設定
6. 分析ワークシートと理論的メモ・ノートの活⽤
7. 結果図とストーリーライン
8. 最後に強調したいこと

本⽇のトピック

3

1. M-GTAが本当に最適なのか︖

4

研究⼿法講座︓M-GTA

⼭崎 浩司
静岡社会健康医学⼤学院⼤学

2023年3⽉27⽇ 淑徳⼤学社会福祉研究所

n 所属：静岡社会健康医学大学院大学

n 専門：死生学、医療社会学、質的研究方法論

n 所属学会・研究会：

è日本保健医療社会学会 （評議員）

èM-GTA研究会 （世話人、副会長、スーパーバイザー ）

è日本質的心理学会

è日本死の臨床研究会

è日本臨床死生学会 （評議員）

è中部M-GTA研究会 （世話人、初代会長）

è日本グリーフ＆ビリーブメント学会

⾃⼰紹介

2

1. M-GTAが本当に最適なのか︖
2. M-GTAはどんな質的研究⽅法論なのか︖
3. 他のGTAとの違い︓データの切⽚化と【研究する⼈間】
4. 分析テーマの設定
5. 分析焦点者の設定
6. 分析ワークシートと理論的メモ・ノートの活⽤
7. 結果図とストーリーライン
8. 最後に強調したいこと

本⽇のトピック

3

1. M-GTAが本当に最適なのか︖

4

研究⼿法講座︓M-GTA

⼭崎 浩司
静岡社会健康医学⼤学院⼤学

2023年3⽉27⽇ 淑徳⼤学社会福祉研究所

n 所属：静岡社会健康医学大学院大学

n 専門：死生学、医療社会学、質的研究方法論

n 所属学会・研究会：

è日本保健医療社会学会 （評議員）

èM-GTA研究会 （世話人、副会長、スーパーバイザー ）

è日本質的心理学会

è日本死の臨床研究会

è日本臨床死生学会 （評議員）

è中部M-GTA研究会 （世話人、初代会長）

è日本グリーフ＆ビリーブメント学会

⾃⼰紹介

2

1. M-GTAが本当に最適なのか︖
2. M-GTAはどんな質的研究⽅法論なのか︖
3. 他のGTAとの違い︓データの切⽚化と【研究する⼈間】
4. 分析テーマの設定
5. 分析焦点者の設定
6. 分析ワークシートと理論的メモ・ノートの活⽤
7. 結果図とストーリーライン
8. 最後に強調したいこと

本⽇のトピック

3

1. M-GTAが本当に最適なのか︖

4



淑徳大学社会福祉研究所年報　第１号　2024

11社会福祉研究所　2023年度事業報告

7

8

9

10

11

12

13

14

M-GTAの推薦テキスト

9

どんな理論（Theory）を結果として⽣成する︖

n ⼈間⾏動の説明と予測を可能にする実践的な理論

n 社会的相互作⽤の展開過程（プロセス）が描き出されている理論

n データに根ざした（Grounded on dataな）わかりやすい理論

n 現場での応⽤により検証可能な理論

M-GTAは理論を⽣成する

10

⼈間⾏動の説明と予測を可能にする理論
è特定の現場で起きている現象を説明できる

è次に何が起きるのかを予測できる

プロセスが描き出されている理論

社会的相互作⽤の展開過程

実践的な理論

11 （酒井他 2005: 326） 12

M-GTAの推薦テキスト

9

どんな理論（Theory）を結果として⽣成する︖

n ⼈間⾏動の説明と予測を可能にする実践的な理論

n 社会的相互作⽤の展開過程（プロセス）が描き出されている理論

n データに根ざした（Grounded on dataな）わかりやすい理論

n 現場での応⽤により検証可能な理論

M-GTAは理論を⽣成する

10

⼈間⾏動の説明と予測を可能にする理論
è特定の現場で起きている現象を説明できる

è次に何が起きるのかを予測できる

プロセスが描き出されている理論

社会的相互作⽤の展開過程

実践的な理論

11 （酒井他 2005: 326） 12

M-GTAの推薦テキスト

9

どんな理論（Theory）を結果として⽣成する︖

n ⼈間⾏動の説明と予測を可能にする実践的な理論

n 社会的相互作⽤の展開過程（プロセス）が描き出されている理論

n データに根ざした（Grounded on dataな）わかりやすい理論

n 現場での応⽤により検証可能な理論

M-GTAは理論を⽣成する

10

⼈間⾏動の説明と予測を可能にする理論
è特定の現場で起きている現象を説明できる

è次に何が起きるのかを予測できる

プロセスが描き出されている理論

社会的相互作⽤の展開過程

実践的な理論

11 （酒井他 2005: 326） 12

M-GTAの推薦テキスト

9

どんな理論（Theory）を結果として⽣成する︖

n ⼈間⾏動の説明と予測を可能にする実践的な理論

n 社会的相互作⽤の展開過程（プロセス）が描き出されている理論

n データに根ざした（Grounded on dataな）わかりやすい理論

n 現場での応⽤により検証可能な理論

M-GTAは理論を⽣成する

10

⼈間⾏動の説明と予測を可能にする理論
è特定の現場で起きている現象を説明できる

è次に何が起きるのかを予測できる

プロセスが描き出されている理論

社会的相互作⽤の展開過程

実践的な理論
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介⼊・援助のポイント・タイミングがわかる
è実際の現場で、誰と誰が、いつ、どのように
かかわりあうべきなのか、がわかる

理論の実践性を担保

現場で実践的に応⽤されることを明確に
意識しながら理論をつくる︕

社会的相互作⽤/プロセスへのこだわり

13

第3のインターラクティブ性

三位層のインターラクティブ性

14（木下 2020: 41）

現場で実践的に応⽤されることが前提なら…
è【応⽤する⼈間】にわかりやすい理論
è【研究する⼈間】にわかりやすい理論
…でなければならない

実践的な理論

15

データに根ざした推論的解釈に基づいていて
論理的にわかりやすい

現場の当事者・実践家の視点を意識した解釈
に基づいていて感覚的にわかりやすい

わかりやすい理論
説明⼒がある、納得がいく

16
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M-GTAでは、⽣成した理論は現場に還元され応⽤
されることで、その適⽤性が検証される

⇒応⽤・検証から理論の洗練へ

現場に還され、応⽤・検証される理論
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応用
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洗練実践

研究
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理論の実践化

実践の理論化

=実践

応用=
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3. 他のGTAの違い︓データの
切⽚化と【研究する⼈間】
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データの詳細や⽂脈がもつ⼒に引き込まれ過ぎず、
研究者⾃⾝の明確な問題関⼼で限定された
範囲内で、 grounded on dataな（＝データに
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⼽⽊クレイグヒル
滋⼦先⽣

切⽚化をおこなうことによって
データとの距離をとりやすくし、
⾃分流のバイアスを少なくすると
同時に、データを多義的に検討し
やすくなります。 （⼽⽊ 2008: 12）

データの切⽚化
切⽚化＝データを細かく区切る
–データの⽂脈性を解体し、多⾓的に解釈を検討
–分析者の先⼊観や解釈の恣意性を排除

21 （戈木クレイグヒル他, 2010: 52）

⼽⽊版GTAによるデータの切⽚化

22

分析者に適切な名前〔ラベル〕をつける
⼒がなければ、⼤まかにデータを捉えて
しまうことによって、重点の置き⽅が
不適切になったり、内容の漏れ、データ
の読み違いなどの誤りが⽣じる可能性が
あります。 （⼽⽊クレイグヒル, 2008: 33）

データを切⽚化しないリスク

23

n研究の⽬的・意義を⾒失うリスクが⼤きい
è分析[解釈]的重点 作業的重点
è分析の⽅向性を⾒失いやすい

データを切⽚化するリスク

⽊下康仁先⽣

私は切⽚化の前提に問題があると考えている。
データ重視の厳密な分析が重要なのはその通り
であるが、ではそもそも何のためにその研究を
しているのかという問題が棚上げされている。
また、分析者は当然のことながら問題意識を
持ってその調査を⾏っているわけだから、先⼊
観だけでなくそうした部分まで遮断し、⼀⾒論
理的にニュートラルな視点があるかのような
データの解釈の仕⽅は不⾃然である。

（⽊下, 2003: 157）
24

⼽⽊クレイグヒル
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⼽⽊クレイグヒル
滋⼦先⽣

切⽚化をおこなうことによって
データとの距離をとりやすくし、
⾃分流のバイアスを少なくすると
同時に、データを多義的に検討し
やすくなります。 （⼽⽊ 2008: 12）

データの切⽚化
切⽚化＝データを細かく区切る
–データの⽂脈性を解体し、多⾓的に解釈を検討
–分析者の先⼊観や解釈の恣意性を排除

21 （戈木クレイグヒル他, 2010: 52）

⼽⽊版GTAによるデータの切⽚化

22

分析者に適切な名前〔ラベル〕をつける
⼒がなければ、⼤まかにデータを捉えて
しまうことによって、重点の置き⽅が
不適切になったり、内容の漏れ、データ
の読み違いなどの誤りが⽣じる可能性が
あります。 （⼽⽊クレイグヒル, 2008: 33）

データを切⽚化しないリスク

23

n研究の⽬的・意義を⾒失うリスクが⼤きい
è分析[解釈]的重点 作業的重点
è分析の⽅向性を⾒失いやすい

データを切⽚化するリスク

⽊下康仁先⽣

私は切⽚化の前提に問題があると考えている。
データ重視の厳密な分析が重要なのはその通り
であるが、ではそもそも何のためにその研究を
しているのかという問題が棚上げされている。
また、分析者は当然のことながら問題意識を
持ってその調査を⾏っているわけだから、先⼊
観だけでなくそうした部分まで遮断し、⼀⾒論
理的にニュートラルな視点があるかのような
データの解釈の仕⽅は不⾃然である。

（⽊下, 2003: 157）
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n 切⽚化は研究者の意識をどちらに向ける︖
èどういう⼈間が、何のために研究するのか
è何を、どのように分析するのか

n M-GTA ⇒ 始終「どういう⼈間が、何のために」
研究するのかを研究者に意識化させるために、
データの切⽚化を採⽤していない

【 】の重視

M-GTAが切⽚化を採⽤しない理由

25

データの切⽚化は、もともとデータに根差した分析を
実現するために、データから⼀度客観的な距離をとる
という⼿続きではなかったか・・・︖

M-GTAは切⽚化することなく、
データから適切な距離を⾒出し、
データに根差した分析ができる
のか︖【研究する⼈間】の重視
だけでなく、具体的な⼿⽴ては
あるのか︖

【研究する⼈間】の重視は⼤事だが…

26

①分析テーマの設定
②分析焦点者の設定
③分析ワークシートの活⽤

M-GTAでは、データを切⽚化することなく、⾃分のデータに対する
アプローチを徹底的に⾃覚しようと試みることで、Grounded on
dataな（データに根ざした）分析を試みる――

切⽚化とは異なる分析の具体的⼿⽴て

27

4. 分析テーマの設定
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54

n 理想的な資質
èコンパクトでインパクトがある

è説得力があり、かつ、イメージを呼び起こす力がある

n タイプ
è説明的概念

w例）ピア空間*
è比喩的概念

w例）給水所としての養護教諭*
è in-vivo概念

w例）それからですね**

結結果果をを【【応応用用すするる人人間間】】
がが覚覚ええてていいらられれるるよよ うう
にに ！！

*酒井・岡田・塚越，2005

**木下，2007（第2部 分析例：
高齢夫婦世帯における夫による
妻の介護プロセスの研究）

⽣成する概念の資質とタイプ

49

n ３方向で確認
1. バリエーションと定義

2. 定義と概念名

3. 概念名とバリエーション

è いずれのペアにもズレや飛躍がないことが重要
（※確認の過程で出てきた疑問や着想も理論的メモ欄に記載）

n 理論的メモの充実度で確認
èメモが多い＝解釈的思考が働いている

ü 対極例や例外例などが検討されているか？

ü 萌芽的な概念間関係の検討はされているか？

分析ワークシートによる概念完成度の確認

50

C18 C7 C34 A29 A25 ……

概念X 概念R 概念Y 概念G

……

…

B6 ……生データ

概念生成

M-GTAによる分析の展開

51

分析ワークシートの活⽤︓収束化

11.. 分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて重重要要とと思思わわれれるるデデーータタ部部分分（（ババリリエエーーシショョンン））をを11つつ選選びび、、
分分析析ワワーーククシシーートトのの「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ

22.. ババリリエエーーシショョンンのの意意味味をを解解釈釈しし、、そそのの解解釈釈をを定定義義ととししてて文文章章化化ししてて「「定定義義」」欄欄にに書書くく
33.. 定定義義をを踏踏ままええ、、ココンンパパククトトででイインンパパククトトののああるる概概念念名名をを考考ええ、、「「概概念念」」欄欄にに書書くく
44.. 定定義義・・概概念念名名とと照照ららしし合合わわせせてて類類似似とと対対極極ののババリリエエーーシショョンンをを探探しし、、比比較較検検討討のの

ううええ、、類類似似ののももののをを「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ
55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、

関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！

理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用
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44.. 定定義義・・概概念念名名とと照照ららしし合合わわせせてて類類似似とと対対極極ののババリリエエーーシショョンンをを探探しし、、比比較較検検討討のの

ううええ、、類類似似ののももののをを「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ
55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、

関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！

理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用

52

n 理想的な資質
èコンパクトでインパクトがある

è説得力があり、かつ、イメージを呼び起こす力がある

n タイプ
è説明的概念

w例）ピア空間*
è比喩的概念

w例）給水所としての養護教諭*
è in-vivo概念

w例）それからですね**

結結果果をを【【応応用用すするる人人間間】】
がが覚覚ええてていいらられれるるよよ うう
にに ！！

*酒井・岡田・塚越，2005

**木下，2007（第2部 分析例：
高齢夫婦世帯における夫による
妻の介護プロセスの研究）

⽣成する概念の資質とタイプ

49

n ３方向で確認
1. バリエーションと定義

2. 定義と概念名

3. 概念名とバリエーション

è いずれのペアにもズレや飛躍がないことが重要
（※確認の過程で出てきた疑問や着想も理論的メモ欄に記載）
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èメモが多い＝解釈的思考が働いている
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ü 萌芽的な概念間関係の検討はされているか？

分析ワークシートによる概念完成度の確認

50

C18 C7 C34 A29 A25 ……

概念X 概念R 概念Y 概念G

……

…

B6 ……生データ

概念生成

M-GTAによる分析の展開

51

分析ワークシートの活⽤︓収束化

11.. 分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて重重要要とと思思わわれれるるデデーータタ部部分分（（ババリリエエーーシショョンン））をを11つつ選選びび、、
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33.. 定定義義をを踏踏ままええ、、ココンンパパククトトででイインンパパククトトののああるる概概念念名名をを考考ええ、、「「概概念念」」欄欄にに書書くく
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55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、

関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！

理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用
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カテゴリー⽣成の考え⽅
ひひととつつのの概概念念をを起起点点ににそそれれとと関関係係ののああるるももううひひととつつのの概概念念をを見見出出ししてていいくく作作業業をを
繰繰りり返返すす。。つつままりり、、分分析析のの最最小小単単位位はは概概念念ででああるるがが、、そそのの次次のの単単位位はは22概概念念のの
関関係係ででああるる。。22概概念念がが関関係係づづけけらられれたたらら、、そそれれにに関関係係ししててくくるる概概念念はは何何かかをを考考ええ
るるののででああるる。。後後ははそそのの作作業業をを継継続続ししてて行行ななうう。。複複数数のの概概念念のの関関係係かからら成成るるカカテテ
ゴゴリリーーはは、、そそのの延延長長でで必必ずず浮浮上上ししててくくるる。。 （木下, 2003: 211-212）

山崎 土筆

【山崎私見】 すすべべててのの概概念念間間関関係係ががカカテテゴゴリリーー化化さされれ、、カカテテゴゴリリーーだだけけのの次次元元
ででもも結結果果図図をを構構成成ででききるるよようう目目指指すすべべききででああるる。。だだがが、、無無理理ににそそううすすべべききででははなな
くく、、ああくくままででもも個個別別にに概概念念とと概概念念のの関関係係をを検検討討ししてていいくく過過程程でで、、概概念念間間のの関関係係
ををカカテテゴゴリリーーととししてて示示ししたた方方ががわわかかりりややすすいい・・説説得得力力がが増増すすとと判判断断ででききるるととききののみみ、、
カカテテゴゴリリーーをを生生成成すすべべききででああるる。。カカテテゴゴリリーーあありりききだだとと分分類類的的思思考考がが強強ままりり、、理理
論論ののププロロセセスス性性がが損損ななわわれれるる可可能能性性ががああるる。。

53

＜大原則＞

n カテゴリーは、概念間の関係を示すために生成するのであって、
単に類似の概念をまとめるために生成するののででははなないい。

è「カテゴリー（概念間の関係）」（木下 2007: 103）

è概念間の関係＝類似のみ？

カテゴリー⽣成の考え⽅

54

カカテテゴゴリリーーはは概概念念間間関関係係のの検検討討のの帰帰
結結ととししてて、、必必要要にに応応じじてて作作るる。。無無理理にに
ででもも全全ててのの概概念念ををカカテテゴゴリリーーにに整整理理・・
分分類類すするるたためめにに作作るるののででははなないい！！

（酒井・岡田・堀越, 2006: 156） 55

7. 結果図とストーリーライン
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くく、、ああくくままででもも個個別別にに概概念念とと概概念念のの関関係係をを検検討討ししてていいくく過過程程でで、、概概念念間間のの関関係係
ををカカテテゴゴリリーーととししてて示示ししたた方方ががわわかかりりややすすいい・・説説得得力力がが増増すすとと判判断断ででききるるととききののみみ、、
カカテテゴゴリリーーをを生生成成すすべべききででああるる。。カカテテゴゴリリーーあありりききだだとと分分類類的的思思考考がが強強ままりり、、理理
論論ののププロロセセスス性性がが損損ななわわれれるる可可能能性性ががああるる。。

53

＜大原則＞

n カテゴリーは、概念間の関係を示すために生成するのであって、
単に類似の概念をまとめるために生成するののででははなないい。

è「カテゴリー（概念間の関係）」（木下 2007: 103）

è概念間の関係＝類似のみ？

カテゴリー⽣成の考え⽅
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カカテテゴゴリリーーはは概概念念間間関関係係のの検検討討のの帰帰
結結ととししてて、、必必要要にに応応じじてて作作るる。。無無理理にに
ででもも全全ててのの概概念念ををカカテテゴゴリリーーにに整整理理・・
分分類類すするるたためめにに作作るるののででははなないい！！
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7. 結果図とストーリーライン
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ひひととつつのの概概念念をを起起点点ににそそれれとと関関係係ののああるるももううひひととつつのの概概念念をを見見出出ししてていいくく作作業業をを
繰繰りり返返すす。。つつままりり、、分分析析のの最最小小単単位位はは概概念念ででああるるがが、、そそのの次次のの単単位位はは22概概念念のの
関関係係ででああるる。。22概概念念がが関関係係づづけけらられれたたらら、、そそれれにに関関係係ししててくくるる概概念念はは何何かかをを考考ええ
るるののででああるる。。後後ははそそのの作作業業をを継継続続ししてて行行ななうう。。複複数数のの概概念念のの関関係係かからら成成るるカカテテ
ゴゴリリーーはは、、そそのの延延長長でで必必ずず浮浮上上ししててくくるる。。 （木下, 2003: 211-212）

山崎 土筆
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ででもも全全ててのの概概念念ををカカテテゴゴリリーーにに整整理理・・
分分類類すするるたためめにに作作るるののででははなないい！！

（酒井・岡田・堀越, 2006: 156） 55
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＜大原則＞

n カテゴリーは、概念間の関係を示すために生成するのであって、
単に類似の概念をまとめるために生成するののででははなないい。
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カカテテゴゴリリーーはは概概念念間間関関係係のの検検討討のの帰帰
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概念・カテゴリーを矢印で関係づけて図示する

結果図の作成

≪オープン化のフェーズ≫
• 概念生成と並行して概念間関係を検討し始める（＝結果図のアイディアを練り
始める）
⇒理論的メモの活用

≪収束化のフェーズ≫
• 中核となる概念を中心に、関連する概念間の関係を検討して、関係づけていく
（カテゴリーを生成する）
⇒理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用

誰と誰とのどのような相互作用が、プロセスとして展開しているのかを常に意識！

57 （酒井他 2005: 326） 58

n 「概念図（=結果図）の作成は、ある程度の概念数ができ、流れ、
或いはまとまりができそうであると感じられた時点から開始した。
データから概念をつくりきってからまとめるのではなく、概念生成と
同時並行で行った。」 

n 「自分自身は、解釈したことを表現できたと思っていても、他者も
そのように感じるとは限らない為、第三者に概念図をみせ、何を
表している図なのか、理解できるかどうか尋ね、それを修正に
活かした。」

結果図作成のポイント（木下編, 2005: 227 ）
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M-GTAによる分析の展開

60

概念・カテゴリーを矢印で関係づけて図示する

結果図の作成

≪オープン化のフェーズ≫
• 概念生成と並行して概念間関係を検討し始める（＝結果図のアイディアを練り
始める）
⇒理論的メモの活用

≪収束化のフェーズ≫
• 中核となる概念を中心に、関連する概念間の関係を検討して、関係づけていく
（カテゴリーを生成する）
⇒理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用

誰と誰とのどのような相互作用が、プロセスとして展開しているのかを常に意識！

57 （酒井他 2005: 326） 58

n 「概念図（=結果図）の作成は、ある程度の概念数ができ、流れ、
或いはまとまりができそうであると感じられた時点から開始した。
データから概念をつくりきってからまとめるのではなく、概念生成と
同時並行で行った。」 

n 「自分自身は、解釈したことを表現できたと思っていても、他者も
そのように感じるとは限らない為、第三者に概念図をみせ、何を
表している図なのか、理解できるかどうか尋ね、それを修正に
活かした。」

結果図作成のポイント（木下編, 2005: 227 ）
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概念・カテゴリーを矢印で関係づけて図示する

結果図の作成

≪オープン化のフェーズ≫
• 概念生成と並行して概念間関係を検討し始める（＝結果図のアイディアを練り
始める）
⇒理論的メモの活用

≪収束化のフェーズ≫
• 中核となる概念を中心に、関連する概念間の関係を検討して、関係づけていく
（カテゴリーを生成する）
⇒理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用

誰と誰とのどのような相互作用が、プロセスとして展開しているのかを常に意識！

57 （酒井他 2005: 326） 58

n 「概念図（=結果図）の作成は、ある程度の概念数ができ、流れ、
或いはまとまりができそうであると感じられた時点から開始した。
データから概念をつくりきってからまとめるのではなく、概念生成と
同時並行で行った。」 

n 「自分自身は、解釈したことを表現できたと思っていても、他者も
そのように感じるとは限らない為、第三者に概念図をみせ、何を
表している図なのか、理解できるかどうか尋ね、それを修正に
活かした。」

結果図作成のポイント（木下編, 2005: 227 ）
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概念・カテゴリーを矢印で関係づけて図示する

結果図の作成

≪オープン化のフェーズ≫
• 概念生成と並行して概念間関係を検討し始める（＝結果図のアイディアを練り
始める）
⇒理論的メモの活用

≪収束化のフェーズ≫
• 中核となる概念を中心に、関連する概念間の関係を検討して、関係づけていく
（カテゴリーを生成する）
⇒理理論論的的メメモモ・・ノノーートトのの活活用用

誰と誰とのどのような相互作用が、プロセスとして展開しているのかを常に意識！

57 （酒井他 2005: 326） 58

n 「概念図（=結果図）の作成は、ある程度の概念数ができ、流れ、
或いはまとまりができそうであると感じられた時点から開始した。
データから概念をつくりきってからまとめるのではなく、概念生成と
同時並行で行った。」 

n 「自分自身は、解釈したことを表現できたと思っていても、他者も
そのように感じるとは限らない為、第三者に概念図をみせ、何を
表している図なのか、理解できるかどうか尋ね、それを修正に
活かした。」

結果図作成のポイント（木下編, 2005: 227 ）
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結果図を文章化（物語化）する

èカテゴリーを中心に執筆（現在形で書く）

è必要十分に端的に（投稿論文：600字以内？学位論文：1頁以内？）

w結果（理論）の応用者が覚えていられるシンプルさ

MM--GGTTAAにによよりり生生成成すするる「「理理論論」」ととはは、、結結果果図図
ととスストトーーリリーーラライインンののセセッットト。。両両者者はは、、ああわわせせ鏡鏡
ののよよううにに厳厳密密にに対対応応ししてていいるるこことと！！

ストーリーラインの執筆

61

頻回来室者は、保健室での体験（【保健室体験カテゴリー】）を重ねることで、彼らに
とっての保健室の意味が深まる（【保健室の意味深まりプロセスカテゴリー】）と考えら
れた。具体的には、【保健室体験カテゴリー】のうち、まずは「レストアイテム」および「レ
クリエーションアイテム」を包含した〈家庭的備品〉により、学校内異空間からまずは漠
然とではあるが保健室に対し好印象を抱く「プラスイメージ空間」へとなる。次に「保
健室ピアの自然形成」を包含した〈一体感のある場所〉により、保健室は「プラスイ
メージ空間」から保健室にいる他の生徒を仲間だと思う「ピア空間」へとなる。そして
「個対個」および〈給水所としての養護教諭〉のうち、「安定性」「グッドリスナー」「理
解者」「自己開示の呼び水」により、次の行動へのエネルギーを得たり、自己調整を
する「リセット空間」へ、〈給水所としての養護教諭〉のうち「羅針盤」により、生徒自
身が成長している、学んでいると思う「学び舎」へと保健室の意味が深まると考えられ
た。なお、前述したこれらの保健室の意味は、保健室を家庭に近い空間、即ち自分
の存在が認められたり、成長するための栄養を与えてくれる空間等と捉える〈近家庭
空間〉に包含されると考えられた。 （491字）

例︓（酒井他, 2005: 326）のストーリーライン

62

想像力の3つの局面（厚東, 1991）

①① 全全体体化化

è 「対象を一つの『全体』として感じ取る能力」（13頁）

②② 造造形形

è 「対象を一定の『形』としてとらえる[力]」（16頁）

③③ 現現前前化化

è 「『不在あるいは非在の対象』を私達に与える力」
（17頁）

「「造造形形」」ととはは対対象象ののななかかににすすででにに存存
在在ししてていいるる「「形形」」をを取取りり出出すす作作業業でではは

なないい。。「「形形」」はは対対象象のの側側ににああるるののでではは
ななくく、、人人間間がが作作りり出出すすももののででああるる。。
……そそのの初初発発ににおおいいてて、、対対象象にに「「形形」」
をを与与ええるるととはは〈〈無無かかららのの創創造造〉〉ででああるる。。
デデーータタのの単単ななるる集集積積、、機機械械的的なな情情報報
処処理理かかららはは「「形形」」をを作作りり出出すすここととはは
ででききなないい。。（（16-17頁頁））

厚東洋輔『社会認識と想像力』
（ﾊｰﾍﾞｽﾄ社）から

分析において発揮すべき想像⼒

63

分析における最終確認

11.. 分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて重重要要とと思思わわれれるるデデーータタ部部分分（（ババリリエエーーシショョンン））をを11つつ選選びび、、
分分析析ワワーーククシシーートトのの「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ

22.. ババリリエエーーシショョンンのの意意味味をを解解釈釈しし、、そそのの解解釈釈をを定定義義ととししてて文文章章化化ししてて「「定定義義」」欄欄にに書書くく
33.. 定定義義をを踏踏ままええ、、ココンンパパククトトででイインンパパククトトののああるる概概念念名名をを考考ええ、、「「概概念念」」欄欄にに書書くく
44.. 定定義義・・概概念念名名とと照照ららしし合合わわせせてて類類似似とと対対極極ののババリリエエーーシショョンンをを探探しし、、比比較較検検討討のの

ううええ、、類類似似ののももののをを「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ
55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、
関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

88.. すすべべててのの逐逐語語録録をを分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて改改めめてて読読みみ直直しし、、新新たたなな概概念念生生成成
ややすすででにに生生成成ししたた概概念念のの精精緻緻化化のの可可能能性性のの有有無無をを確確認認すするる

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！

64

結果図を文章化（物語化）する

èカテゴリーを中心に執筆（現在形で書く）

è必要十分に端的に（投稿論文：600字以内？学位論文：1頁以内？）

w結果（理論）の応用者が覚えていられるシンプルさ

MM--GGTTAAにによよりり生生成成すするる「「理理論論」」ととはは、、結結果果図図
ととスストトーーリリーーラライインンののセセッットト。。両両者者はは、、ああわわせせ鏡鏡
ののよよううにに厳厳密密にに対対応応ししてていいるるこことと！！

ストーリーラインの執筆

61

頻回来室者は、保健室での体験（【保健室体験カテゴリー】）を重ねることで、彼らに
とっての保健室の意味が深まる（【保健室の意味深まりプロセスカテゴリー】）と考えら
れた。具体的には、【保健室体験カテゴリー】のうち、まずは「レストアイテム」および「レ
クリエーションアイテム」を包含した〈家庭的備品〉により、学校内異空間からまずは漠
然とではあるが保健室に対し好印象を抱く「プラスイメージ空間」へとなる。次に「保
健室ピアの自然形成」を包含した〈一体感のある場所〉により、保健室は「プラスイ
メージ空間」から保健室にいる他の生徒を仲間だと思う「ピア空間」へとなる。そして
「個対個」および〈給水所としての養護教諭〉のうち、「安定性」「グッドリスナー」「理
解者」「自己開示の呼び水」により、次の行動へのエネルギーを得たり、自己調整を
する「リセット空間」へ、〈給水所としての養護教諭〉のうち「羅針盤」により、生徒自
身が成長している、学んでいると思う「学び舎」へと保健室の意味が深まると考えられ
た。なお、前述したこれらの保健室の意味は、保健室を家庭に近い空間、即ち自分
の存在が認められたり、成長するための栄養を与えてくれる空間等と捉える〈近家庭
空間〉に包含されると考えられた。 （491字）

例︓（酒井他, 2005: 326）のストーリーライン

62

想像力の3つの局面（厚東, 1991）

①① 全全体体化化

è 「対象を一つの『全体』として感じ取る能力」（13頁）

②② 造造形形

è 「対象を一定の『形』としてとらえる[力]」（16頁）

③③ 現現前前化化

è 「『不在あるいは非在の対象』を私達に与える力」
（17頁）

「「造造形形」」ととはは対対象象ののななかかににすすででにに存存
在在ししてていいるる「「形形」」をを取取りり出出すす作作業業でではは

なないい。。「「形形」」はは対対象象のの側側ににああるるののでではは
ななくく、、人人間間がが作作りり出出すすももののででああるる。。
……そそのの初初発発ににおおいいてて、、対対象象にに「「形形」」
をを与与ええるるととはは〈〈無無かかららのの創創造造〉〉ででああるる。。
デデーータタのの単単ななるる集集積積、、機機械械的的なな情情報報
処処理理かかららはは「「形形」」をを作作りり出出すすここととはは
ででききなないい。。（（16-17頁頁））

厚東洋輔『社会認識と想像力』
（ﾊｰﾍﾞｽﾄ社）から

分析において発揮すべき想像⼒

63

分析における最終確認

11.. 分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて重重要要とと思思わわれれるるデデーータタ部部分分（（ババリリエエーーシショョンン））をを11つつ選選びび、、
分分析析ワワーーククシシーートトのの「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ

22.. ババリリエエーーシショョンンのの意意味味をを解解釈釈しし、、そそのの解解釈釈をを定定義義ととししてて文文章章化化ししてて「「定定義義」」欄欄にに書書くく
33.. 定定義義をを踏踏ままええ、、ココンンパパククトトででイインンパパククトトののああるる概概念念名名をを考考ええ、、「「概概念念」」欄欄にに書書くく
44.. 定定義義・・概概念念名名とと照照ららしし合合わわせせてて類類似似とと対対極極ののババリリエエーーシショョンンをを探探しし、、比比較較検検討討のの

ううええ、、類類似似ののももののをを「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ
55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、
関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

88.. すすべべててのの逐逐語語録録をを分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて改改めめてて読読みみ直直しし、、新新たたなな概概念念生生成成
ややすすででにに生生成成ししたた概概念念のの精精緻緻化化のの可可能能性性のの有有無無をを確確認認すするる

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！
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結果図を文章化（物語化）する

èカテゴリーを中心に執筆（現在形で書く）

è必要十分に端的に（投稿論文：600字以内？学位論文：1頁以内？）

w結果（理論）の応用者が覚えていられるシンプルさ

MM--GGTTAAにによよりり生生成成すするる「「理理論論」」ととはは、、結結果果図図
ととスストトーーリリーーラライインンののセセッットト。。両両者者はは、、ああわわせせ鏡鏡
ののよよううにに厳厳密密にに対対応応ししてていいるるこことと！！

ストーリーラインの執筆

61

頻回来室者は、保健室での体験（【保健室体験カテゴリー】）を重ねることで、彼らに
とっての保健室の意味が深まる（【保健室の意味深まりプロセスカテゴリー】）と考えら
れた。具体的には、【保健室体験カテゴリー】のうち、まずは「レストアイテム」および「レ
クリエーションアイテム」を包含した〈家庭的備品〉により、学校内異空間からまずは漠
然とではあるが保健室に対し好印象を抱く「プラスイメージ空間」へとなる。次に「保
健室ピアの自然形成」を包含した〈一体感のある場所〉により、保健室は「プラスイ
メージ空間」から保健室にいる他の生徒を仲間だと思う「ピア空間」へとなる。そして
「個対個」および〈給水所としての養護教諭〉のうち、「安定性」「グッドリスナー」「理
解者」「自己開示の呼び水」により、次の行動へのエネルギーを得たり、自己調整を
する「リセット空間」へ、〈給水所としての養護教諭〉のうち「羅針盤」により、生徒自
身が成長している、学んでいると思う「学び舎」へと保健室の意味が深まると考えられ
た。なお、前述したこれらの保健室の意味は、保健室を家庭に近い空間、即ち自分
の存在が認められたり、成長するための栄養を与えてくれる空間等と捉える〈近家庭
空間〉に包含されると考えられた。 （491字）

例︓（酒井他, 2005: 326）のストーリーライン

62

想像力の3つの局面（厚東, 1991）

①① 全全体体化化

è 「対象を一つの『全体』として感じ取る能力」（13頁）

②② 造造形形

è 「対象を一定の『形』としてとらえる[力]」（16頁）

③③ 現現前前化化

è 「『不在あるいは非在の対象』を私達に与える力」
（17頁）

「「造造形形」」ととはは対対象象ののななかかににすすででにに存存
在在ししてていいるる「「形形」」をを取取りり出出すす作作業業でではは

なないい。。「「形形」」はは対対象象のの側側ににああるるののでではは
ななくく、、人人間間がが作作りり出出すすももののででああるる。。
……そそのの初初発発ににおおいいてて、、対対象象にに「「形形」」
をを与与ええるるととはは〈〈無無かかららのの創創造造〉〉ででああるる。。
デデーータタのの単単ななるる集集積積、、機機械械的的なな情情報報
処処理理かかららはは「「形形」」をを作作りり出出すすここととはは
ででききなないい。。（（16-17頁頁））

厚東洋輔『社会認識と想像力』
（ﾊｰﾍﾞｽﾄ社）から

分析において発揮すべき想像⼒

63

分析における最終確認

11.. 分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて重重要要とと思思わわれれるるデデーータタ部部分分（（ババリリエエーーシショョンン））をを11つつ選選びび、、
分分析析ワワーーククシシーートトのの「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ

22.. ババリリエエーーシショョンンのの意意味味をを解解釈釈しし、、そそのの解解釈釈をを定定義義ととししてて文文章章化化ししてて「「定定義義」」欄欄にに書書くく
33.. 定定義義をを踏踏ままええ、、ココンンパパククトトででイインンパパククトトののああるる概概念念名名をを考考ええ、、「「概概念念」」欄欄にに書書くく
44.. 定定義義・・概概念念名名とと照照ららしし合合わわせせてて類類似似とと対対極極ののババリリエエーーシショョンンをを探探しし、、比比較較検検討討のの

ううええ、、類類似似ののももののをを「「ババリリエエーーシショョンン」」欄欄にに書書きき込込むむ
55.. 44..ををくくりりかかええすす過過程程でで、、必必要要にに応応じじてて定定義義とと概概念念名名にに修修正正をを加加ええるる
66.. 44..～～55..のの過過程程でで、、対対極極・・例例外外的的ななババリリエエーーシショョンンのの抽抽出出とと比比較較検検討討もも実実施施しし、、
関関連連すするる分分析析ワワーーククシシーートトのの「「理理論論的的メメモモ」」欄欄にに記記載載すするる（（概概念念化化ででききそそううなな場場合合
はは、、新新たたににワワーーククシシーートトをを作作成成ししてて概概念念生生成成をを試試みみるる））

77.. 中中核核ととななるる概概念念をを基基点点にに、、すすべべててのの概概念念間間関関係係をを検検討討ししてて相相互互にに関関係係づづけけ、、
そそのの関関係係性性をを表表すすカカテテゴゴリリーーをを生生成成ししてて、、結結果果図図をを描描きき出出すす

88.. すすべべててのの逐逐語語録録をを分分析析テテーーママとと照照ららしし合合わわせせてて改改めめてて読読みみ直直しし、、新新たたなな概概念念生生成成
ややすすででにに生生成成ししたた概概念念のの精精緻緻化化のの可可能能性性のの有有無無をを確確認認すするる

分析中に頭に浮かんだアイディアや疑問は、すべて理論的メモ欄に書き留める！
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8. 最後に強調したいこと

65

n M-GTAにおける分析とは解釈である。そして、解釈とは特定の研究者による
選択的判断である。この意味で、質的研究の分析結果は、一連の選択的
判断の結果である。

n だが、自分が何を根拠にどういう見方からこれらの判断をしたのかについて、人は
往々にして自覚していない。したがって、分析＝解釈の根拠や道筋を問われた
とき、明確に説明できない。

n 自らの判断の根拠や道筋を徹底的に自覚し、説明可能にするためには、分析
ワークシートの理論的メモや理論的メモ・ノートの活用による「思考と感覚の
ログ化」と、他者への説明の試みが重要である。

n したがって、研究期間中はメモ魔になり、他者に頻繁に話し、常に自分の思考
を外在化させ、自問自答を続ける必要がある。

最後に強調したいこと

66

ななぜぜ自自分分ははここのの研研究究ををすするる？？ ななぜぜ質質的的研研究究？？ ななぜぜイインンタタ
ビビュューーととM-GTAをを選選ぶぶ？？ 自自分分ははそそれれららのの方方法法ををどどうう自自分分のの
言言葉葉でで理理解解ししてていいるる？？ ななぜぜそそののよよううにに分分析析＝＝解解釈釈すするる？？ ななぜぜ
そそののよよううにに結結果果ををままととめめるる？？ 誰誰ににどどんんなな結結果果をを伝伝ええたたいい？？ …

67

n M-GTAでは、お作法に従っていれば自然とよい結果が浮かび
上がってくる、ということはありえない！【研究する人間】の問題
意識や視点が幅・深み・鋭さを増してゆかないと、よい分析＝
解釈はできない！

M-GTAによる質の高い研究をするために問題意識を明確化
し、抽象的思考力・想像力・構想力を鍛えてください！

解釈とは字面をみてできるものではなく、字面や行間の
奥にあるであろう意味の世界を見出していく作業で
あって、さまざまな検討を経て徐々に見えてくるものである。

最後に強調したいこと

68
⽊下康仁先⽣
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し、抽象的思考力・想像力・構想力を鍛えてください！

解釈とは字面をみてできるものではなく、字面や行間の
奥にあるであろう意味の世界を見出していく作業で
あって、さまざまな検討を経て徐々に見えてくるものである。

最後に強調したいこと
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n M-GTAにおける分析とは解釈である。そして、解釈とは特定の研究者による
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そそののよよううにに結結果果ををままととめめるる？？ 誰誰ににどどんんなな結結果果をを伝伝ええたたいい？？ …
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n M-GTAでは、お作法に従っていれば自然とよい結果が浮かび
上がってくる、ということはありえない！【研究する人間】の問題
意識や視点が幅・深み・鋭さを増してゆかないと、よい分析＝
解釈はできない！

M-GTAによる質の高い研究をするために問題意識を明確化
し、抽象的思考力・想像力・構想力を鍛えてください！

解釈とは字面をみてできるものではなく、字面や行間の
奥にあるであろう意味の世界を見出していく作業で
あって、さまざまな検討を経て徐々に見えてくるものである。
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令和５年度　第１回研究手法講座
「質的研究デザインの考え方と科研費申請」
・開催日：2023年９月21日（木）
・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス15号館301教室
・講師：大橋靖史（淑徳大学総合福祉学部教授）

・参加人数：教員30名、大学院生・研究生20名

【資料】
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質的研究デザインの考え
方と科研費申請

淑徳大学 総合福祉学部 実践心理学科
大橋 靖史

淑徳大学社会福祉研究所主催・淑徳
大学大学院総合福祉研究科後援
令和５年度第１回研究手法講座
2023年9月21日（木）17:30-18:30

アウトライン
1. 質的研究デザインとは?

1. APA論文作成マニュアル
2. 研究デザインと論文執筆基準
3. 質的論文執筆基準の誕生

2. 質的論文執筆基準
1. さまざまな質的方法
2. 方法論的整合性:忠実性と有用性
3. 論文の構成:各セクション

3. 質的研究デザインと科研費申請
1. 著者へのアドバイスと査読者への注意
2. 私が実際に行った科研費申請
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1. 質的研究デザインとは?
• 認識論的な多元性を前提

• 質の高い質的論文を書くには
– 目的と方法を考えることから始める

• 読み応えのある質的論文を書くには
– 複雑な過程の理解を深める
– 新たな方法で問題に向き合う

• 柔軟性を尊重すべき
– 特定の基準がすべての研究に当てはまるとは限らない
– 論文執筆における多様性

3

1-１ APA論文作成マニュアル
• APA Publication Manual

– 1st 1952
– 2nd 1957 & 1962
– 3rd 1974
– 4th 1983
– 5th 2001
– 6th 2009

– 量的研究の報告基準が組み込まれる

– 7th 2019
– 質的研究の報告基準が組み込まれる
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←2019

2023→

5

APAスタイルとは?
• ChatGPTに「学術論文の書式を、最も有名なものから順に5つ挙げてください」と尋ねて

ところ、次のような回答が得られました。
１．APAスタイル（American Psychological Association）:社会科学分野でよく
使われます。特に心理学や教育学の分野で広く採用されています。
２．MLAスタイル（Modern Language Association）:人文科学や言語学の分野
で主に使われます。文学、哲学、言語学などの分野でよく利用されています。
３．Chicagoマニュアル・オブ・スタイル:人文科学や社会科学の広範な分野で使用され
ています。ノート形式と著者日付形式の2つのバージョンがあります。
４．Harvardスタイル:さまざまな分野で使われますが、特にイギリスやオーストラリアの大
学で一般的です。
５．IEEEスタイル（Institute of Electrical and Electronics Engineers）:主に
工学や情報技術の分野で使われます。技術系の学術論文に適しています。
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1-２ 研究デザインと論文執筆基準
• APAマニュアル 3.14（邦訳pp.95-105）

– タイトルページ
– タイトル、著者注、アブストラクト

– イントロダクション
– 研究課題や研究質問の説明、研究目的／ねらい／研究目標

– 方法
– 研究デザインの概要、研究参加者もしくはデータソース、研究参加者の募集、データ収集、分析

– 発見／結果
– 発見／結果のサブセクション

– 考察
– 考察のサブセクション

7

研究デザインの概要
• データ収集方略
• データ分析方略
• 明らかにできる場合には、調査へのアプローチ、たとえば

– 記述的
– 解釈的
– フェミニスト
– 精神分析的
– ポスト実証主義的
– 批判的
– ポストモダン
– 構成主義的（構築主義的）
– 実用主義的（プラグマティック）
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8
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1-3 質的論文執筆基準の誕生
• 2008 量的研究報告基準がAmerican Psychologist誌上に掲載される

– APA Publications and Communications Board Working Group on Journal 
Article Reporting Standards (2008). Reporting standards for research in 
psychology: Why do we need them? What might they be? American 
Psychologist, 63, 839-851.

• 2009 Publication Manual 6th ed.に組み込まれる

• 2018 質的研究報告基準がAmerican Psychologist誌上に掲載される
– Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & 

Suarez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for 
qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods 
research in psychology: The APA Publications and Communications Board 
Task Force report. American Psychologist, 73, 26-46.

– 同時に、量的研究報告基準のrevised versionも発表される

9

←2020

Levitt, H. M.(Ed.) (2020). 
Reporting qualitative research 
in psychology: How to meet 
APA style journal article 
reporting standards, Revised ed. 
APA （APA 能智正博・保坂裕子・
抱井尚子・大橋靖史・柴山真琴・
鈴木聡志（訳）(2023) 心理学にお
ける質的研究の論文作法 新曜
社）[現在最終校正中]

※以下では、この本に述べられて
いる質的研究の論文執筆基準の概
要について紹介

10

9

10

2023年9月21日

5

1-3 質的論文執筆基準の誕生
• 2008 量的研究報告基準がAmerican Psychologist誌上に掲載される

– APA Publications and Communications Board Working Group on Journal 
Article Reporting Standards (2008). Reporting standards for research in 
psychology: Why do we need them? What might they be? American 
Psychologist, 63, 839-851.

• 2009 Publication Manual 6th ed.に組み込まれる

• 2018 質的研究報告基準がAmerican Psychologist誌上に掲載される
– Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & 

Suarez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for 
qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods 
research in psychology: The APA Publications and Communications Board 
Task Force report. American Psychologist, 73, 26-46.

– 同時に、量的研究報告基準のrevised versionも発表される

9

←2020

Levitt, H. M.(Ed.) (2020). 
Reporting qualitative research 
in psychology: How to meet 
APA style journal article 
reporting standards, Revised ed. 
APA （APA 能智正博・保坂裕子・
抱井尚子・大橋靖史・柴山真琴・
鈴木聡志（訳）(2023) 心理学にお
ける質的研究の論文作法 新曜
社）[現在最終校正中]

※以下では、この本に述べられて
いる質的研究の論文執筆基準の概
要について紹介

10

9

10
2023年9月21日

6

2．質的論文執筆基準
• 質的方法にはさまざまな探究の伝統がある

• それぞれが独特の用語、手順、目標をもっている

• 質的論文執筆基準（質ｰJARS）のガイドラインは、それぞれの方法論的アプ
ローチについて指針を提供しているわけではない

• したがって、研究者は自分が採用している方法の特徴を学び、自ら開発した方法
の根拠を提示する必要がある

• 質-JARSは、こうした方法の違いを超えて、研究者がどのような情報を論文執筆
に含めるべきかを慎重に判断することを支援するためにある

11

2-1 さまざまな質的方法
• 現象学的アプローチ

– 経験的現象学、解釈的現象学的分析

• グラウンデッドセオリーのアプローチ
– 理論的サンプリング、飽和

• ナラティブ・アプローチ
– ナラティブの内容、機能、構造的特徴、時間経過に伴う変容、その生成過程等

• 批判理論のアプローチ
– 対人関係的・社会政治的な構造や過程、従来の学問の研究過程や方法の批判

• ディスコース・アプローチ
– ディスコース（談話、言説、ディスコース）の機能を詳細に検討

12

11

12
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2-2 方法論的整合性:忠実性と有用性

13

方法論的整合性を主張するときは、以下の点に留意する。

・分析から得られた主張が根拠のあるものであることを示す。方
法論的整合性（つまり忠実性と有用性）を支持する手続きは、通
常は論文中の関連するセクションにまたがって述べられるが、詳
しく説明・強調することが有用な場合には、独立のセクションで
取り上げることもできる。

研究テーマへの忠実性

14

研究テーマへの忠実性の諸側面を執筆するときは、以下の点に留
意する。

・研究設問・研究目標・探究アプローチにもっとも関連する多様
性の形を捉えているかという観点から、データの適切性
（adequacy）を評価する。
・データの収集と分析の両方において、研究者の視点がどのよう
に統制されていたかを記述する（たとえば、データ収集への影響
を抑えるため、分析を構造化するためなど）。
・知見が証拠に根ざしていることを例証する（たとえば、引用や
抜粋を用いる、データ収集における研究者の関与を記述するな
ど）。

13

14
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研究成果の有用性

15

研究成果の有用性の諸側面を報告するときは、以下の点に留意す
る。

・研究の貢献が洞察に富みかつ有意義なものであることを示す
（たとえば、最新の文献や研究目標との関連性を示すなど）。
・研究知見に関連する文脈情報を提供する（たとえば、インタ
ビューの抜粋を引用する前に、必要に応じて研究の設定、研究参
加者に関する情報、質問の言葉を示すなど）。
・データに含まれる矛盾や反例が理解できりょう、首尾一貫した
やり方で知見を提示する（たとえば、矛盾を調整する、結果に矛
盾が含まれる理由を説明するなど）。

一貫性（consistency）

16

方法論的整合性を示すときは、以下の点に留意する。

・分析過程に一貫性があることを示す（たとえば、分析者は一貫
性の裏づけのために分析の実際を示したり、分析を視点を安定さ
せる工夫、評価者間の信頼性、共通了解が得られた過程を述べて
もよい）。または、必要に応じて矛盾への対応について記述する
（たとえば、分析途中でのコード化実施者の交代、分析過程の中
断など）。倫理的な理由で方法論的整合性が変わってしまった場
合は、その理由と対応の内容を説明する。
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研究成果の有用性
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2-3 論文の構成:各セクション（一部抜粋）

17

研究目的の記述は、

・論文の目的、目標、狙いを述べる。
・想定する読者がいる場合は、それを明記する。
・研究の目的・目標（たとえば、理論構築、説明、理解の深化、
社会的アクション、記述、社会的実践への焦点化など）に到達す
るために使用した研究デザインの適合性の根拠を示す。
・研究の目標や研究の根拠を説明する場合は、探究アプローチ
（たとえば、記述的アプローチ、解釈主義、フェミニズム、精神
分析、ポスト実証主義、批判理論、ポストモダン、構成主義、プ
ラグマティズムなど）について述べる。

方法セクション

18

研究デザインの概要を書く場合には、以下の点に留意する。

・研究デザインを要約する。具体的には、データ収集の方略、
データ分析の方略、また必要に応じて、探究へのアプローチ（た
とえば、記述的アプローチ、解釈主義、フェミニズム、精神分析、
ポスト実証主義、批判理論、ポストモダンまたは構成主義、プラ
グマティズムなど）を記す。
・その研究デザインを選択した理論的根拠を示す。
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方法セクション（続き）

19

分析のセクションには、重要な側面として以下の点が含まれるべきである。

・用いた手法と手続き、およびその意図／目標について書く。
・透明性の原理のもと、手続き（たとえば、コーディングやテーマの分析）に
関する議論と共に、分析の過程を詳しく説明する。
・研究者についてのセクションで（たとえば、コード化する人の選び方、協力
者のグループのような形で）記していないようなら、コード化したのは誰で分
析したのは誰か、どんなトレーニングを受けたか記述する。
・コード化のためのカテゴリーが分析のなかで見出されたものなのか、それと
も事前に決められていたのかについて明示する。
・該当する場合には、分析単位（たとえば、トランスクリプト全体、発話の
ターン、１回に書かれたテクスト）といかにその単位が決められたのかについ
て明示する。
・該当する場合には、分析枠組みを決めるためのプロセスを記述する（たとえ
ば、事前に決まっていたか、分析途上で作られたか、それとも研究全体を通し
て現れたのか）。
・必要であれば、分析の展開を示す図とその説明を加える。
・使用した場合には、ソフトウェアの名前を書く。

結果セクション

20

結果セクションでは、以下の点に留意する。

・研究知見（たとえば、テーマ、カテゴリー、ナラティブ）、お
よび研究者がデータの分析から導き出した意味や理解について記
述する。
・知見に到達した分析のプロセスを論証する（たとえば、データ
の引用や抜粋を用いる）。
・研究デザインに準拠した方法で研究知見を提示する。
・知見を組織化して伝達するのに役立つのであれば、全体をまと
める図表（たとえば、ダイアグラム、表、モデル）を提示する。
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21

22

23

24

25

26

27

28

2023年9月21日

11

考察セクション

21

考察セクションでは、以下の点に留意する。

・知見によってなされた貢献のタイプ（たとえば、関連性を記述
した文献内の先行研究ないしは理論への挑戦、より詳細な説明、
裏づけ）を記述し、また、得られた知見をどのようにすればもっ
ともよく活用できるかを記述する。
・先行する理論や研究知見との類似点や相違点を明らかにする。
・知見に対する代わりとなる説明について省察する。

考察セクション（続き）

22

考察では、以下の点に留意する。

・その研究の強みと限界を確認する（たとえば、データの質や
ソース、タイプ、あるいは、分析プロセスが、その方法論的な統
一性をどのように支持しているか、もしくは、弱めているかにつ
いて考察する）。
・転用可能性の範囲の限界について述べる（たとえば、文脈を超
えて知見を利用する際に、読者が留意すべきことは何か）。
・遭遇した倫理的なジレンマや課題を再確認し、今後研究する者
への示唆を提供する。
・今後の研究や政策、実践に対して持つ意味について考察する。
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レトリックの文体と方法論的整合性

23

レトリックの文体が論文執筆において重要であるのは、次のよう
な理由からである。

・論文の文体に一貫性がなく読者が筆者の探究アプローチがわか
らない場合、筆者が目的を達成したかどうかを読者が判断しづら
い。
・筆者が自分の探究アプローチをわかっていない場合、執筆の際
にどのような情報がもっとも重要なのかを選択し、首尾一貫した
論文を書くことが難しくなる。

学術誌とのコミュニケーション

24

質的研究論文を発表するにあたり学術誌とコミュニケーションを
する場合には、次のことが重要である。

・編集委員に向けたカバーレターには、使用した研究方法につい
ての情報を含める。
・方法論的なアプローチに関して、編集委員や査読者を育てる準
備をする。
・論文本体、カバーレター、修正要求への返答において、方法論
的整合性の根拠を明確に書く。
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3. 質的研究デザインと科研費申請
• 質的研究のための学術誌論文執筆基準［資料１］

– 著者へのアドバイス
– 査読者への注意

• 私が実際に行った科研費申請［資料２］
– 科研費審査結果
– 翌年の対応

25

3-1 著者へのアドバイスと査読者への注意

• 表A1.1 「質的研究のための学術誌論文執筆基準」（質-JARS） ー基本的に
質的研究を報告する論文に含めることが望ましい情報
– 論文に含めるべき情報の内容
– 著者へのアドバイス
– 査読者への注意
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3-２ 私が実際に行った科研費申請

• 科研費申請と審査結果
– 質的研究デザインによる研究計画
– 研究方法の適切性に対する疑念

• 翌年のリベンジ
– 混合研究法
– サンプリング
– 客観性の確保

27

文献
American Psychological Association (2019). Publication manual of the 
American Psychological Association, 7th ed. APA.（APA 前田樹海・江藤裕之
（訳）(2023) APA論文作成マニュアル 第3版 医学書院）

Burr, V. (2015). Social constructionism, 3rd ed. London: Routledge.（バー, 
V. 田中一彦・大橋靖史（訳）(2018) ソーシャル・コンストラクショニズム ーディスコース・
主体性・身体性ー 川島書店）

Levitt, H. M.(Ed.) (2020). Reporting qualitative research in psychology: 
How to meet APA style journal article reporting standards, Revised ed. 
APA （APA 能智正博・保坂裕子・抱井尚子・大橋靖史・柴山真琴・鈴木聡志（訳）
(2023) 心理学における質的研究の論文作法 新曜社）

28

27

28

2023年9月21日

14

3-２ 私が実際に行った科研費申請

• 科研費申請と審査結果
– 質的研究デザインによる研究計画
– 研究方法の適切性に対する疑念

• 翌年のリベンジ
– 混合研究法
– サンプリング
– 客観性の確保

27

文献
American Psychological Association (2019). Publication manual of the 
American Psychological Association, 7th ed. APA.（APA 前田樹海・江藤裕之
（訳）(2023) APA論文作成マニュアル 第3版 医学書院）

Burr, V. (2015). Social constructionism, 3rd ed. London: Routledge.（バー, 
V. 田中一彦・大橋靖史（訳）(2018) ソーシャル・コンストラクショニズム ーディスコース・
主体性・身体性ー 川島書店）

Levitt, H. M.(Ed.) (2020). Reporting qualitative research in psychology: 
How to meet APA style journal article reporting standards, Revised ed. 
APA （APA 能智正博・保坂裕子・抱井尚子・大橋靖史・柴山真琴・鈴木聡志（訳）
(2023) 心理学における質的研究の論文作法 新曜社）

28

27

28



淑徳大学社会福祉研究所年報　第１号　2024

24 社会福祉研究所　2023年度事業報告

〘スーパービジョン実践・研究部門事業報告〙
今年度からの改組により新設した「総合福祉研究 
室─スーパービジョン実践・研究部門─」では、ソー

シャルワーク理論に軸を置きながら、多くの対人援助

職を輩出している淑徳大学の伝統を活かして、ヒュー

マンケア領域（福祉、介護、看護、保育、教育、心理

等）におけるスーパーバイザーの養成とスーパービ

ジョンの研究を行うことを目的としている。

今年度は、ヒューマンケア領域の専門職を対象とし

た、「リーダー・管理者のためのグループスーパービ

ジョン」「ヒューマンケア領域の専門職のためのスー

パーバイザー養成講座」と医療ソーシャルワーカー

（以下、MSW）を対象とした「医療ソーシャルワー
カーのためのスーパーバイザー養成講座─組織の中で

実践できるスーパーバイザーを目指す─」の３種類の
スーパーバイザー養成講座を開講した。

2024年２月には、今年度のスーパーバイザー養成講
座の締めくくりとして、公開スーパービジョンセミ

ナーを開催した。

さらに、「卒業生支援プログラム」として、卒後３
年目までのソーシャルワークに携わる卒業生を対象

に、「勉強会」と題し、「事例検討」と「情報交換」か

らなるプログラムを設置、年５回（オンラインを含
む）実施した。

研究部門として、スーパービジョンの必要性とその

効果の検証をテーマとした、共同研究「ヒューマンケ

ア領域における人材育成とスーパービジョン実践の研

究」（2022～2024年度）を開始し、2022年度は「スー
パーバイザー養成を目的としたグループスーパービ

ジョンの効果に関する検討─ヒューマンケア領域にお

ける人材育成とスーパービジョン実践への寄与を目指

して─」をテーマとして、2022年10月～2023年２月に
かけてパイロットスタディとして、グループスーパー

ビジョンと最終回にフォーカスグループインタビュー

を行い、ヒューマン領域におけるスーパーバイザーの

プログラム開発を検討した（本号に論文掲載）。

また、スーパービジョンにおいて養成されるべき知

識と実践能力の明確化をテーマとした「保健医療分野

のソーシャルワーカー（MSW）が組織内スーパーバ
イザーとなるために習得されるべき知識と実践能力に

関する研究」（2023～2024年度）、ヒューマンケア領域
におけるスーパーバイザー養成のプログラムを検討す

る「ヒューマンケア領域の専門職における人材育成と

スーパーバイザー養成プログラムの研究」（2023年
度～）が進行中である。

令和４年度　スーパーバイザー養成プログラム（パイ
ロット事業）
・開催日： ９月22日（木）、10月27日（木）、11月24

日（木）、12月15日（木）、  
2023年１月19日（木）、２月23日（木）　
18：30～20：30

・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス10号館301教室
・講師：齊藤順子（淑徳大学総合福祉学部教授）

・参加登録人数： ８名（メンバー：ヒューマンケア
領域の実践者でリーダー（20年
キャリア）６名＋教員２名（米村
美奈・高梨美代子）
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令和５年度　スーパーバイザー養成講座
「リーダー・管理者のためのグループスーパービジョン」
・開催日：通年・全10回、各回とも14：00～16：00
・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス10号館302教室
・講師：佐藤俊一（淑徳大学兼任講師）

・参加登録人数：９名

令和５年度　スーパーバイザー養成講座
「医療ソーシャルワーカーのためのスーパーバイザー
養成講座─組織の中で実践できるスーパーバイザーを
目指す─」
・開催日：通年・全10回、各回とも10：00～12：00
・開催場所：オンラインにて実施

・講師： 取出涼子（医療法人社団輝生会ソーシャル
ワーカー）

・参加登録人数：８名
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令和５年度　スーパーバイザー養成講座
「ヒューマンケア領域の専門職のためのスーパーバイ
ザー養成講座」
・開催日：通年・全10回、各回とも18：30～20：30
・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス10号館302教室
・講師：齊藤順子（淑徳大学総合福祉学部教授）

・参加登録人数： 11名＋２名本学教員（米村美奈・
高梨美代子）

公開スーパービジョンセミナー
「スーパービジョンの展開─組織での部下、後輩への
支援・指導のために─」
・開催日：2024年２月10日（土）　10：00～13：10
・開催場所： 淑徳大学千葉キャンパス１号館同窓会

多目的室

・講師： 取出涼子（医療法人社団輝生会ソーシャル
ワーカー）

・参加人数：81名

社会福祉研究所　公開スーパービジョンセミナー

スーパービジョンの展開
－－組織での部下、後輩への支援・指導のために－－

スーパービジョンの展開
－－組織での部下、後輩への支援・指導のために－－

　淑徳大学社会福祉研究所は、2023年度から改組
し、社会福祉研究所の事業のひとつの柱となる

「スーパービジョン講座」を4月からスタートさせまし
た。大学附属機関としての役割を検討した結果、淑
徳大学が開学以来、対人援助職に多くの卒業生を輩
出し、対人援助職へ実習生の教育をご依頼している
ことからも対人援助職への指導・教育・支持ができ
る「スーパーバイザー」の養成を目的として３つの講
座の開催と３年目までの対人援助職に就いた卒業
生へのスーパービジョン（支援）を行っています。
　2023年度のスーパービジョン講座の成果と次年
度以降の講座の開催に向けて、「スーパービジョン
の展開－組織での部下、後輩への支援・指導のため
に－」と題して、スーパービジョン講座の講師である
取出涼子氏を講師として、公開スーパービジョンセ
ミナーを開催します。

（淑徳大学社会福祉研究所長 齊藤順子）

日　時／2024年2月10日（土）
　　　　10:00～13:15
場　所／淑徳大学  1号館2階 同窓会多目的室
対　象／セミナーの内容に関心ある対人援助職者
定　員／120名（定員になり次第締切り。お申し込み受付後、
　　　　  別途メールにて受講確定のご案内をいたします。）
　　　　 ＊2023年11月27日（月）9：00より受付開始
講　師／取出  涼子 氏
　　　　　 医療法人社団輝生会ソーシャルワーカー
　　　　　 認定医療社会福祉士
　　　　　 認定社会福祉士(医療分野)
　　　　　 認定機構スーパーバイザー

共に歩む  これまでも  これからも

S U P E R V I S I O N  S E M I N A R
2 0 2 4

【セミナーの要旨】　
　スーパービジョンの研究者であるカドゥーシン（kadushin,A）は、組織内の職
員研修に現任訓練と教育的なスーパービジョンを位置づけ、後者を「個々のス
タッフ（専門職）の特定の業務について、一般的な学習を適応して、特色も持た
せ、現任訓練を補完するもの、的（まと）を絞った職員研修の形態」であると定義
しています。ここからわかることは、スーパービジョンは本来、対人援助職が業務
を遂行するにあたり、組織内でも業務として提供されるものだということです。
　しかし、日本の対人援助職の組織では、上司と部下の間でスーパービジョンが
行われていても双方に認識がなされていない、スーパーバイザーの立場である
対人援助職者から「指導する自信がない」「スーパーバイザーとしてどのように
実践したら良いのか悩んでいる」との声が聞かれている現状が見受けられます。
これは、スーパービジョンの用語と実際の対人援助職の養成のための「教育・支
持・管理・評価」の実践との乖離が起きているとも考えられます。
　そこで、本セミナーでは、組織の中で、実際にスーパーバイザーとして実践を
している、後輩への指導を行っている、今後スーパーバイザーとしての役割や部
下・後輩の指導を行う等の立場にある方々を対象に、組織の中でのスーパービ
ジョンの展開を学ぶための講義とグループスーパービジョンの模擬セッション
を開催します。模擬セッションは、組織内で行われている実際のスーパービジョ
ン事例を用いて、組織内のスーパーバイザー養成を目的としたスーパービジョ
ン事例のグループスーパービジョンとなります。

講師略歴
 とり    で　     りょう   こ

取出  涼子
上智大学文学部社会福祉学科
日本福祉大学大学院社会福祉学専攻

（通信）修了。
職場内スーパービジョン、故奥川幸子
氏によるスーパービジョンを受けなが
ら、人工透析クリニック、大学病院、回復
期リハビリテーション病棟、外来、人財
育成部門管理職等の実務を経験。スー
パーバイザー養成研修や、回復期リハ
ビリテーション病棟における職場内
スーパービジョン普及等に取り組む。
淑徳大学社会福祉研究所スーパーバ
イザー養成講座講師、医療法人社団輝
生会初台リハビリテーション病院ソー
シャルワーカー、東洋大学社会学部非
常勤講師。
社会福祉士
精神保健福祉士 介護支援専門員
認定医療社会福祉士
日本社会福祉士認証・認定機構スー
パーバイザー

お申込みは
こちらから

社会福祉研究所

＜お問い合わせ＞

〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200
TEL.043-265-7377（直）
火曜・木曜・金曜 9:00～17:00

【アクセス】
JR蘇我駅東口より無料スクールバスがご利用いただけます。
バスの時刻表は大学HPにてご確認ください。

（淑徳大学＞メニュー＞交通アクセス＞千葉キャンパス）
駐車スペースがございませんので、お車でのご来校はご遠慮
ください。

受付開始

開　会　（受講に関するお願い）

講義

スーパービジョンの展開
－組織での部下、後輩への支援・指導のために－
講師／取出 涼子 氏 (45分)

休　憩　(15分)

グループスーパービジョンの模擬セッション
スーパーバイザー講師／取出 涼子 氏 (120分)

閉　会

●タイムスケジュール

  9：30～

10：00～10：10

10：10～10：55

10：55～11：10

11：10～13：10

13：10～13：15

S U P E R V I S I O N  S E M I N A R
2 0 2 4
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【資料】

1

2

3

4

社会福祉研究所
公開スーパービジョンセミナー

「スーパービジョンの展開
‐組織での部下、後輩への

支援・指導のために‐」
10：552024年2月10日（土） 10：10～

取出涼子

（ソーシャルワーカー）

2024.2.10 ＠toride.ryoko 1

講義資料内の「ソーシャルワーク」「ソーシャルワーカー」「社会福祉士」は
ご自分の職種に置き換えて読んでみてください

1. メメゾゾレレベベルルのの相相乗乗効効果果がが発発揮揮ででききるる
• 一職員のころ：「私が優秀なソーシャルワーカーへと成長する」
• 管理職となって見える景色が変わる：

「●●さんがすばらしい」で終わってしまう／担当患者数に限り
• SW部門全体が、（優秀な）ソーシャルワーカー集団となることが重要

22.. 管管理理的的機機能能をを（（唯唯一一））発発揮揮ででききるる（（ののででははなないいかか））
新卒新人・初任者・他の業種／医療機関からの転職組・・・
SW部門のミッション・ルールは所属医療機関のミッション・ルールと

リンクしている
• 1人のソーシャルワーカーの１事例に対するSW援助方針は

「SW部門の方針」である、と意識する必要性
• ひとりひとりのSWが、組織が目指すソーシャルワーク

を理解しながら、「その人がもつ最大限の力を発揮」して
ソーシャルワーク実践をする

その環境を作るのは組織内スーパービジョンの役割

「組織内」スーパービジョン実践の普及に
こだわる理由

＠toride.ryoko
23．．すすででにに実実践践ししてていいるる

2024.2.10

ソーシャルワーク・
スーパービジョンの定義

• ソーシャルワーク・スーパーバイザーは、
スーパーバイジーの業務活動を指導、協力、発展、
そして評価する権限が与えられている機関の管理
スタッフ／資格を持ったワーカーである

• この責任を実現するために、
スーパーバイザーは、建設的な関係の枠組みにおいて、
バイジーとの相互関係の中で、管理的、教育的、支持的
機能を遂行する

• バイザーの最終目的は、
機関の方針と手続きに基づいて、機関のクライエントに、
量的・質的に最も可能なサービスを提供することである。

（カデューシン・日本医療社会福祉協会 SVOR養成研修テキストより引用）

＠toride.ryoko 32024.2.10

イメージ：
機関の方針と手続きに基づいて
機関のクライエントに
量的・質的に最も可能なサービスを提供する

4

SVOR新人：SVEE 先輩：SVEE
＠toride.ryoko

2024.2.10
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5

6

7

8

9

10

スーパービジョン体制の構築
１．マインドセット：
・日常的な報告・相談のルールを含め、
すべてがスーパービジョンである

・SW1名のSW実践はSW部門の代表者としての実践、
その責任はSW部門にある

・スーパービジョン、という言葉を日常的に使う

２．スーパービジョンの持ち方について部門内で話し合い，
共通理解を得る

・理由）スーパービジョンは
スーパーバイザーとスーパーバイジーの「契約」

・スーパービジョンで話し合った内容は必ず実施・報告
（報告日を決める）
実施できなかったときは、理由を含めて報告

2024.2.10 ＠toride.ryoko 5

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと①
SWメンバーの困りごと、苦慮している事例、

スタッフや患者・家族からのクレーム、等が、

「報告」「相談」の形でSVOR→最終的に管理職、に上がってく
る仕組みをつくること

そのために：

・報告や相談のルールを決める

・報告や相談をしてくれる部下には「ありがとう」と言う

＊報告をしてくれるのが当たり前、ではない

※うまくいったことも報告をもらう
※承認（管理的SV）から始める

＠toride.ryoko
62024.2.10

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと②

組織のソーシャルワーク部門の目標、

ソーシャルワーカーに求める知識・技術・態度を

→ それに照らし合わせてSVする明確に、言語化する

• 倫理綱領

• 部署のミッション

• 業務マニュアル

• 専門職ラダー

• 事業計画

• 年間目標
＠toride.ryoko2024.2.10 7

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと③

・スーパービジョン定着のために：
スーパービジョンが役に立つこと、を実感する／してもらう

〇自分がスーパービジョンを受け、良い体験をする

〇自分も部下に相談する

〇会議を活用する

〇「チーフと話そう」という柔らかい言葉を使って 

１on１ミーティングを持つ

〇同期や同病棟などのピアメンバーの力を借りる

〇定期的な事例を使ったSVを行う

例：月1回、1時間以内
＠toride.ryoko2024.2.10 8

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと④

SW1名の1事例に対する援助計画・援助実施は、 SW
部門の援助計画・援助実施であることを部門内に浸

透させる

・例：新人SWのカンファレンスでの発言は、SW部門の代表と
しての発言であることを、SVORが認識し、SW部門全員に理解
してもらう
・迷っているなら先に相談、報告 → やってしまったこと

についてはSW部門として責任をとるしかない

「あなたの今回の発言はSW部門の発言として承認します（せ
ざるをえません）。今後は、この段階（迷った時点、発言する
前）でSVを受けてほしいのですができますか？」

＠toride.ryoko2024.2.10 9

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと⑤

日常的な報告・相談のルールを含め、すべてがスーパー
ビジョンである。

スーパービジョン、という言葉を日常的に使う。

・例：SVOR「〇〇さん、実は病棟師長からAさんのことでご
指摘があったので、スーパービジョンをしたいのですが、
今週中に20分ほど時間が取れるところがありますか？」

・例：SVEE「事例のことでご相談があるんです」「わかりま
した、スーパービジョンしましょう、緊急性はどの程度で
すか？」

＠toride.ryoko2024.2.10 10
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11

12

13

14

15

16

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと⑥
• SW部門の組織図をつくり、

屋根瓦式のスーパービジョン体制を構築する

• 責任は管理職にあることを認識する
SVORを部下に委譲しても

SV及び実践の最終責任者は部門長（管理職）

• はじめから大きなことをしようとしない
管理職は、メンバーの実践を観察するのが第1の仕事

• SV・人材育成についての学習、最新のSW専門知識の習
得を継続する ＠toride.ryoko 11

2024.2.10

ＳＶ体制の実際例①

12

主任
兼

リーダー

主任
兼

リーダー

管理職SW

リーダー リーダー リーダー

リーダーの役割：
①日常的な事例の展開、問題事例の把握、困りごと把握
②月1回  1か月の振り返りの時間を持つ

＠toride.ryoko

主任によるSV：
①月1回 同病棟所属SWとのGSV （管理職同席）
②臨時SV:SWから申し出てSV

主任から管理職SWへ報告
①月1回 管理職・主任会議

②随時報告（主任・リーダー）

全体会議：
リーダー会議・管理職主任会議の決定事項の共有
部門運営への全員の参加

管理職・主任会議：月1回
SW部門の運営を決める会議

勉強会（自己研鑽）：事例を用いたSVを行う場合もある

内容は全体会議で決定する

リーダー会議：月1回
各病棟・SWの状況報告・把握

部門研修（業務）：階層別研修。事例SVや事例検討も

行うときあり

病棟（ユニット）

2024.2.10

ＳＶ体制の実際例②

主任

1～
2年目

1～
2年目

3年目

～

5年目

以降

3年目

～

5年目

以降

管理職A 管理職B 管理職C

教育的SV：5年目以上対象 所属管理職以外のSVOR、1年6回、自由意志
認定社会福祉士認証・認定機構のSVの枠組みと書式を活用

個人
SV

管理職A
業務管理

OJT

主任

1～
2年目

1～
2年目

3年目

～

5年目

以降

3年目

～

5年目

以降

個人
SV

管理職B
業務管理

OJT

主任

1～
2年目

1～
2年目

3年目

～

5年目

以降

3年目

～

5年目

以降

個人
SV

管理職C
業務管理

OJT

ソーシャルワーカーの
キャリアパス、キャリアラダーあり、
SV体制に活用2024.2.10 ＠toride.ryoko 13

屋根瓦式教育体制について
医療法人社団輝生会 新採用者研修テキスト「輝生会のキ」より引用

＠toride.ryoko2024.2.10 14

SV体制構築にあたっての
No.2（主任等）の果たせる役割は？

＠toride.ryoko2024.2.10 15

スーパービジョンで何を取り上げるか

SVEEの次のステップのために

＠toride.ryoko2024.2.10 16
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18
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20

21

22

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと⑦

自分はスーパーバイザーとして

①SV終了後に「このSVEE」にどのような価値ある変化が
もたらされるために

②何を（SVの内容）

③何の機能を発揮して、

スーパービジョンでしようとしているのか、を意識する、

または振り返るようにする

＠toride.ryoko2024.2.10 17

FKモデルによるスーパービジョンの内容
（福山和女編・監 スーパービジョンとコンサルテーション FK研究グループ 2000）

SVEEのの
担担当当事事例例

担当事例そのものについて理解を深める必要があるとき

クライエント〈個人、家族〉の心理的、精神的、社会的側面の
分析や把握をし、援助や対応、社会資源や制度について考
慮し、話し合う

＊対処していないことに対し「なぜしなかったのか」と指摘す
ることが効果がない

「あなたは、担当している〇〇さんにつ
いて理解を深めたいと思っているので
すね」「〇〇さんの問題行動に、担当と
して戸惑っているんですね」

「〇〇さんはどういう理由でその行動を
とるのでしょうか」

SVEEとと
事事例例のの相相
互互関関係係

SVEEと事例との関係を話し合いの焦点にする。SVEEの知識、

技術、方法論、それらに基づいた事例への対応について話し
合い、その対応がどのように影響を与えたか、を具体的に担
当者であるSVEEと考えていく

「あなたは〇〇さんの担当なのに、〇
〇さんとの面接がうまくいかず、自分
の対応が悪かったか、を心配している
んですね」「どういう意図でその対応を
し、どういう結果だったのですか？」

SVEEのの
課課題題

SVEEの専門家としてのアイデンティティ、自信、能力などにつ
いて話し合う。また、SVEEが学びたい特定の理論に基づく方

法や技術の習得もここに含まれる

「あなたはベテランなのに〇〇さんと関
係が構築できないことを情けないと
思っているのですね」→今後身に着け

る必要がある知識・技術は何かを把握、
検討することになる

SVEEとと
同同僚僚・・組組
織織ととのの  
相相互互関関係係

SVEEの職場関係について、同僚との対人関係の問題や、組
織から見た業務の枠組み、立場、人事管理などSVEEが抱い

ている職場の様々な課題が焦点となる。時には組織の中で
のシステムづくりや対策作りを焦点とする場合もある

CMによって対応がまちまちで、ケアプ
ランにAという対応を取り入れていいか

悩んでいるんですね。」
→  焦点は「同僚の対応の問題」や「組

織方針の問題」

SVEEとと
SVORのの
相相互互関関係係

SVEEとSVORの関係に焦点を当てて話し合う。初期段階では 
SVEEがSVORに依存する度合いが大きいが、SV課程を踏む
ごとにSVEEが専門家として自立の方向に向かう。段階ごとに
SVEEとSVORの関係の変化について話し合う

「前回のSVで決めておいたことを実行

しましたか？」
→SVで決めたことを実行したかしな

かったかで次の指示。

＠toride.ryoko 182024.2.10

FKモデルによる
スーパービジョンの内容

（福山和女編・監  スーパービジョンとコンサルテーション
FK研究グループ 2000）

• SVORは、SVEEの相談がどれに属する内容かを見
極めてSVを行うことが重要

• 実際のSV課程では、内容が混同されて話し合わ
れることが多い。

• 研修会をはじめとしたグループSVでは、１，２が多
く取り扱われる

• SVEE個人の問題は個人SVが望ましい

• ４，５は、グループSVにはあまり適さない

＠toride.ryoko2024.2.10 19

SVEEの次のステップのために

どのスーパービジョンの機能を
どの程度発揮するか

＠toride.ryoko2024.2.10 20

FKモデルによるスーパービジョンの機能
（福山和女編・監 スーパービジョンとコンサルテーション FK研究グループ 2000）

管理的 SVEEがどの程度の知識をもち、何をやろうとして

いるかを把握し、専門家として利用者に対する責
任を話すように促し、同時に専門家として成長す
るよう促す
・利用者の全体像・ケアプランなどを知り、管理者・リーダーとしての役
割を取る
・書類や記録管理業務も含まれる
・利用者への援助計画（質・内容・方法）の把握や
・SVEEの能力の把握も含まれる

・多職種とのネットワークの状況やネットワーキング能力の把握

SVEEの行ったこと

について確認する

教育的 業務遂行上に必要な知識、技術を教えること
組織運営、会議運営、企画、記録管理、援助計画立案な
どのやり方を具体的に教えること

業務遂行上に必要な知識、技術を訓練すること
能力の向上を図ること
新たな知識、技術だけではなく、
意識化、知識を業務と結びつける、なども含まれる

新しい知識や技術
を教える（教科書や
テキストで調べさせる
必要があると判断し
た時など）

支持的 SVEEの業務を認め、励ますこと
一つ一つの業務の中でできていること、よいところ、これから延ばしてほ
しい能力を具体的に指摘し、共有理解として認め合うこと（むやみにお
だてたり褒め上げることとは違う）

SVEEの行動や判断

を専門家として
妥当だと認める
（褒める）

2024.2.10 ＠toride.ryoko 21

FKモデルによるスーパービジョンより

• SVEEがもちこんだ問題に対するSVORの評価・意図・分
析による機能を「意図的に」選ぶ

• SVで、この３つのうち、主たる機能は何かを考えること
が必要

• ３つは相互に補完し合っているため、３機能の割合を
 考えてSVを行うことが効果的である

（福山和女編・監 スーパービジョンとコンサルテーション
FK研究グループ 2000）

＠toride.ryoko2024.2.10 22
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24

25

26

27

28

スーパービジョンの3つの機能を
どの割合でどのように発揮するかを決める
 できればSV中に、事例の報告を聴きながら、
管理的●％、教育的●％、支持的●％で
いこう！と暫定的に決めてSVに臨む

 （できてもできなくても）SV後に、
管理的●％、教育的●％、支持的●％が
できたか？具体的にどのように発揮したか？を振り返る

 管理的を増やすことを意識する
→SWのアセスメント・方針を確認し承認する
→SVが、困難ケースや困っている時のみに受けるもの
ではないことに繋がる

＠toride.ryoko2024.2.10 23

スーパービジョン契約

【スーパービジョン体制】

◆スーパービジョンの共通理解

どういうときにスーパービジョンを行うかなど
◆スーパービジョンで話し合った内容は必ず実施•報

告（報告日を決める）実施できなかったときは、実施で
きなかった理由を含めて報告

【今回のスーパービジョンの契約（目的の共通認識）】
◆緊急性の判断
◆目的•••SVEEが望むこと、

SVORが提供したいこと

その明確化、言語化、すり合わせ

2024.2.10 24
＠toride.ryoko

私が気を付けて実践してきたこと⑧

・報告や相談をしてくれる部下には「ありがとう」と言う
＊報告をしてくれるのが当たり前、ではない

• うまくいったことも報告をもらう
• 組織のソーシャルワーク部門の目標、
ソーシャルワーカーに求める知識・技術・態度を
明確に言語化する → それに照らし合わせてSVする

• SW1名の1事例に対する援助計画・援助実施は、
SW部門の援助計画・援助実施であることを部門内に
浸透させる
＊やってしまったことは責任をとるしかない
＊迷っているなら先に相談、報告→「あなたの今回の発言は部門の

発言として承認します（せざるをえません）。今後は、この時点（迷った時点や
発言する前）でSVを受けてほしいのですができますか？」

2024.2.10 25
＠toride.ryoko

私が気を付けて実践してきたこと⑨
• SVEEから見えている世界を

SVEEの語りに沿いながら、できる限り早く／ありのままに
理解する

• SVEEのフィルターの向こうにある
クライエントから見えている世界・置かれている状況、を
できる限り早く／ありのままに理解する

• 緊急性・リスクを考える／考えてもらう
• SVEEにとって「特別な状況」なのか「課題」なのか」考える
• SVORとして「何を次にステップアップしてもらうとよいか」を
考える

• やったこと、できていることを言葉で承認する
• 新人SWであっても、援助計画を１～２つは持っている。

困っている事例だとしても、まずその援助計画を２つ聴く
2024.2.10 26

＠toride.ryoko

私が気を付けて実践してきたこと⑩

・「何でも解決できる答えを持つ
スーパー・スーパーバイザー」にはならない、なれない

こと、を自分に言い聞かせる

＊「ベテラン・ソーシャルワーカーとして
素晴らしい内容のスーパービジョンを行う」よりも、

不十分であっても

「組織としてSWとSVOR（管理者）で方針に責任を持つ」

姿勢がソーシャルワーカーを支えることが多い

2024.2.10 27
＠toride.ryoko

私が組織内SVORとして
気を付けて実践してきたこと⑪

・事例、SVEE、チーム、の問題点も大事だが、

ストレングスも大事。

・ストレングスを聴く、ストレングスを見出す

→  これを行うことで、SVにおけるサポート機能を発揮

する

＠toride.ryoko 282024.2.10
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SW卒業生支援プログラム
令和４年度　卒業生「勉強会」
・開催日： （対面）2022年11月22日（火）、2023年３

月28日（火）  
（オンライン）2023年１月17日（火）（各
回とも18：30～20：30）

・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス10号館301教室
・講師：齊藤順子（淑徳大学総合福祉学部教授）

・登録人数：15名

令和５年度　卒業生「勉強会」
・開催日： （対面）５月23日（火）、９月26日（火）、

2024年１月23日（火）  
（オンライン）：７月25日（火）、11月28
日（火）　（各回とも18：30～20：30）

・開催場所：淑徳大学千葉キャンパス10号館304教室
・講師：齊藤順子（淑徳大学総合福祉学部教授）

・登録人数：15名

〘共同研究報告〙
共同研究　１（令和４年度）
「スーパーバイザー養成を目的としたグループスー

パービジョンの効果に関する検討─ヒューマンケア領

域における人材育成とスーパービジョン実践の研究─」

１）フォーカスグループインタビュー
①インタビュー協力者（敬称略）

氏　名 所　属　（実施時）
１ 岡本　淳子 前NPO法人SIEN
２ 小澤　由香 習志野市役所　副主査
３ 灘　　紀英 千葉県精神科医療センター
４ 松山　美紀 国際医療福祉大学
５ 森山　拓也 城西国際大学　
６ 山根　　修 獨協医科大学埼玉医療センター

②インタビュー実施状況
日　程 場　所

１ 2023年２月23日 Web会議（Zoom）

共同研究　２
「保健医療分野のソーシャルワーカー（MSW）が
組織内スーパーバイザーとなるために習得されるべき

知識と実践能力に関する研究」

共同研究　３
「ヒューマンケア領域の専門職における人材育成と

スーパーバイザー養成プログラムの研究」

SV事例 確認項目

SVEEの相談内容はなにか

それはSV内容のどれに該当するか

何が起きているか①
クライエント

何が起きているか②
SVEE

何が起きているか③SVEEとクライエ

ントの相互交流

SVORが焦点をあてたい内容 （このSV終了後にSVEEが「気づき、自ら行動するとよいこと（価値のある

変化）」は何か）

SVORはそのためにどの機能を

発揮する（した）か
管理 ％ 教育 ％ 支持 ％

プラス面

あなたならどの内容・機能を取り上
げ発揮するか・気づきなど

2024.2.10 ＠toride.ryoko 29
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共同研究中間報告

「スーパーバイザー養成を目的とした 
グループスーパービジョンの効果に関する検討

─ヒューマンケア領域における人材育成と 
スーパービジョン実践の研究─」（その１）

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科　教授　齊藤順子　
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科　教授　米村美奈　
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科　助教　高梨美代子

はじめに
本稿は、社会福祉研究所が2023（令和５）年度の改
組を見据え、改組後の事業内容の大きな柱である

「ヒューマンケア領域におけるスーパーバイザー養成

プログラム」を構築するにあたり、2022（令和４）年
度からスタートした共同研究「ヒューマンケア領域に

おける人材育成とスーパービジョン実践の研究」で

行ったパイロットスタディについて報告する。

社会福祉研究所の改組と研究の背景については、

『2022年度総合福祉研究　第27号』にて述べた通りで
ある（齊藤　2023）。
本稿では、2023年度から「スーパーバイザー養成講
座」を開始するにあたり、ヒューマンケア領域におい

てキャリアがあり、管理的な立場にある対人援助職者

に対して、ソーシャルワーク理論に基づくグループ

スーパービジョンを実施、終了後にフォーカスグルー

プインタビューを行い、スーパーバイザー養成プログ

ラムに必要な要件について検討した。

フォーカスグループインタビューの実施と分析を齊

藤、米村、高梨が行い、それらの結果をもとに齊藤が

執筆を担当した。

Ⅰ．研究の目的と概要
１．研究の目的
ヒューマンケア領域において、スーパーバイザーと

して実践している、スーパーバイザーを目指している

対人援助職者に対して、ソーシャルワーク理論に基づ

くスーパーバイザー養成を目的としたグループスー

パービジョンを行う。そして、グループスーパービ

ジョンの終了後にインタビュー調査を行い、グループ

スーパービジョンの効果とスーパーバイザー養成プロ

グラムに必要な内容を検討し、スーパーバイザー養成

プログラムを構築するための基礎データとすることを

目的としている。

２．インタビュー協力者と実施方法
インタビュー協力者は、ヒューマンケア領域で20年
以上のキャリアがあり、管理的な立場にある対人援助

職者６名である。インタビュー協力者の選定は、淑徳
大学大学院総合福祉研究科の「スーパービジョン特

論」受講経験者や淑徳大学での実習指導者の中から研

究に協力してもらえる人を募り行った（図表１）。
まず、インタビュー協力者と共同研究者の中で、

スーパーバイザー経験のある者が交代でスーパーバイ

ザー役となり、2022（令和４）年９月22日～2023（令
和５）年１月26日まで、月に１回２時間、計５回のグ
ループスーパービジョンを実施した。５回のグループ
スーパービジョン終了後の６回目にインタビューを実
施した。

インタビューの実施方法は、フォーカスグループイ

ンタビュー法である。インタビュー協力者の勤務等の

状況を考慮し、Web会議システム（Zoom）を活用し
て実施した。インタビューの実施は共同研究者である

齊藤・米村・高梨の３名（メイン、サブ）が担当した。

図表１　インタビュー協力者

所属・資格
Ａ 行政・保育士
Ｂ 医療機関・社会福祉士
Ｃ 大学教員・介護福祉士・介護支援専門員
Ｄ 医療機関・精神保健福祉士
Ｅ 前NPO法人・精神保健福祉士
Ｆ 大学教員・精神保健福祉士
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インタビューの実施時期は、2023（令和５）年２月
23日、18時30分から20時までの90分間である。

３．インタビュー内容
インタビュー内容は、以下、１）～３）である。
１）グループスーパービジョンの準備・開始時に必要
な内容、契約内容、契約方法、事例等の書式、事

例提出の仕方、その他必要な準備について

２）グループスーパービジョンのセッションに要する
時間設定と開催頻度、スーパーバイザーの進行方

法、グループメンバーの関与、セッションのまと

め、振り返り方法について

３）グループスーパービジョンに参加した効果と限
界、スーパーバイザー養成に必要な要件について

４．倫理的配慮
インタビュー調査に関する倫理的配慮は、淑徳大学

研究倫理委員会の承認を受けて行った（承認番号：

2022-102）。インタビュー協力者には、事前に調査概
要などを記載した研究協力依頼書を配布して口頭で説

明を行い、文章によって承諾を得た。

５．分析方法
グループインタビュー法における内容分析及び記述

分析方法（安梅　2001；安梅　2010）を用い、質的分
析を行った。

分析の手順は、インタビュー協力者の許可を得て、

インタビュー内容を録音し、録音内容から逐語記録を

作成した。逐語記録から質問項目に沿って「重要アイ

テム」を抽出し、比較検討しながら類似する「重要ア

イテム」をまとめて「重要カテゴリー」に分類した。

６．データ収集と分析の限界
インタビューは異なる性質をもつ参加者による複数

のグループに対して実施するのが一般的であるとされ

ているが、本研究のインタビュー調査は１回のみで
あったため分析結果には限界がある。また、Web会
議を活用した調査であるため集合形式のグループイン

タビューとは異なるグループダイナミックスが生じた

可能性がある。

Ⅱ．分析結果のまとめ
分析の結果、各項目を構成する重要カテゴリーを

【　　】に示し、重要アイテムを「　　」に表記した。

重要カテゴリーを代表する発言を逐語記録から抜粋し

て、枠内に記載した。

一部、個人が特定されそうな発言には“〇〇”と匿
名にし、「僕」「私」の発言は「私」に統一した。

１．グループスーパービジョンの準備・開始時に必要
な内容、契約内容、契約方法、事例等の書式、事
例提出の仕方、その他必要な準備について
この項目では、スーパービジョンの準備等について

【スーパービジョン契約の大切さ】【波長合わせの必要

性】【決められた書式のメリット・デメリット】が抽

出された。

【スーパービジョン契約の大切さ】

スーパーバイザーとスーパーバイジーの間に結ばれ

るスーパービジョン契約の大切さでは、「スーパーバ

イジーとの契約の明確化」の必要性、契約において

「個人スーパービジョンとグループスーパービジョン

の違い」があること、スーパービジョンを契約する際

に「目標設定の必要性」があることがわかった。ただ

し、個々の目標がグループスーパービジョンの場合は

グループダイナミックスによって変化する可能性につ

いても指摘された。

・グループスーパービジョン、あるいはスーパービ
ジョンをこれからスーパーバイザーでやっていく
に当たっては、バイジーとの契約っていうところ
が明確になる必要がある。

・グループであっても一人ひとり違うと思うんです
けれども、これを自分の中ではクリアしたいって
いうものが確認できてからスタートするっていう
ことが、最初の入り口がすごく大切なのかなって
感じました。

・実際目標とか目的とかね、何においても大事だっ
ていうのは本当にその通りで、ただグループに
よって大分自分も動かされていくので、そのグ
ループによって、こういうところが勉強できる
なっていうのは実際あるだろうなって、目標を立
ておくのは絶対必要だし、それはあってもいいん
だけれども、（略）このグループだったらもっと
自分のここが勉強できるんじゃないかっていうの
は、多分にそういうことが起こるのがグループの
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面白さだったり。

【波長合わせの必要性】

波長合わせの必要性については、ヒューマンケア領

域の対人援助職に対象を広げた「多領域でのメリッ

ト・デメリット」「対象の選定」、「『スーパービジョン

のイメージ』に対する共通認識の必要性」「カンファ

レンスとスーパービジョンの違い」「個人スーパービ

ジョンとグループスーパービジョンのメリット・デメ

リットの理解」について、スーパービジョンの開始時

に参加するメンバーでの共有が大切であるとわかった。

・違う領域の方とのお話をすると、すごく学ばせて
いただくことが多いなっていうのと、でも共通で
持つのが難しいなっていうのを感じました。

・スーパーバイザーってどんなものなのとか、その
スーパーバイザーとは何かみたいなのってあんま
りイメージないんですよね。うちの職場ですと、
スーパービジョンを受けた人の方がもう本当に少
ないので。

・もし自分がバイジーとして受けるって言ったとき
に、スーパービジョンってすごく遠く感じる人も
多いかなって思うと、個別よりもグループの方が
入りやすいっていう方もいるのかな。

・グループスーパービジョンってなんだろうってい
う、そもそもなんだって、そのメリット、デメ
リットじゃないですけれども、少し提示しといた
方が入りやすい。

・年齢で、経験値で区切るのか、対象者をきちんと
決めてやるっていう方がいいのか、バラバラがい
いのかとか、その辺もちょっと考えながら進めた
方がいいのかなと思います。

【決められた書式のメリット・デメリット】

スーパービジョンの際に提出する書式について、い

ろいろな領域で行うスーパービジョンにおいて「共通

理解ができる書式」、「事例提出へのためらい」「必要

とされる最低限の項目の提示」、といった決められた

書式があった方が良いとの意見、決められた書式がな

いことによる「悩みの書きやすさ」「スーパーバイ

ジーの言語化の理解」「まとめる力」に対する意見が

出された。

・共通言語で通じるところがあったものが、自由な
書式っていうふうになると、はしょっていいとこ
ろとはしょっちゃ駄目なところっていうのが、そ
れぞれの領域によって違ってくるのかなと思っ
て、（略）いろいろな領域の方たちが共通理解で
きるような書式っていうものが、一定の形であっ
た方がいいのかなって思いました。

・事例出すとすれば、ちょっと出せるのかなって、
自信ないなと思ったというのが正直なところです。

・やはりここだけは押さえなくてはいけないという
ようなものが提示されると、さらに、書きやす
かったのかなと今皆さんのお話を伺って思ったと
ころです。

・書式に書いたときにその人がどれぐらい書けるの
か、書いてる人がどれぐらいの理解を事例にきち
んとできたのかとか、どれぐらい言語ができるの
かっていうのが、枠がないとより鮮明になると思
うんですね。

・固定の項目がなかったことで、自分の今困ってい
ること、悩んでいることについて書きやすかった
ということもあったかなと思いました。

・スーパーバイザーとして初めの準備のときに、項
目があるかないかはどっちも良さがあるからどっ
ちでもいいと思うんですが、何を持って準備をさ
せるかという事例の書き方の準備のときに、どう
説明をして書いてもらうかということはちょっと
考えた方がいいなということを思いました。

・カンファレンスの資料って、A4版１枚でまとめ
る力をこう求めるベテラン層と、たくさん書いた
方が情報が入るからっていう層と、ちょっと二極
になるんですけど、若い人どっちも負担なんです
よね。

２．グループスーパービジョンのセッションに要する
時間設定と開催頻度、スーパーバイザーの進行方
法、グループメンバーの関与、セッションのまと
め、振り返り方法について
この項目では、グループスーパービジョンにおける

【スーパーバイザーの介入のタイミング】スーパーバ

イザー養成のグループスーパービジョンに参加した際

の【自身の立ち位置・役割】、【スーパービジョンの文

化のなさ】が抽出された。
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【スーパーバイザーの介入のタイミング】

グループスーパービジョンにおけるスーパーバイ

ザーの介入のタイミングでは、スーパーバイザーの

セッション中の「スーパーバイザーのコメントのタイ

ミング」、セッションの進行におけるスーパーバイ

ザーの「仕切り直し」の大切さ、スーパーバイジーを

大事にするための「課題の焦点化」について意見が出

された。

・（スーパーバイザーに）具体的なこと、いろんな
こと聞いてくださったのがいつも最後だったんで
すけど、２時間覚えていることができないので、
その振り返りの時間が途中に入って、例えばいつ
も途中で焦点化したときとしてないときがあった
としたら、今日焦点化した。例えば、終わったと
ころでなんでしたのか、しない人を選んでいる場
合は、なんでしなかったのかという、そのバイ
ザーの頭の中とか考えてることがなんかわかるよ
うなことが途中であるっていうような、スーパー
ビジョンの進み方っていうのがあったら、なんか
そういうのをちょっと経験してみたい。

・進め方っていうところでは、休憩がすごく大事だ
なと思っていて、前半でうまくというか、モヤモ
ヤしてることがはっきりしている場合も、ちょっ
となんか、あれ逸れてるかなっていう場合も、一
旦ちょっと時間を取ってきちんと、事例提出した
方（人）に確認して、また後半始めるっていう、
その一区切りがすごくグループでやるときは大事
かなって、今回参加させていただいて感じました。

・休憩を間に挟んだっていうのが新鮮な感じで、一
息入れるっていうのはすごくいいのかなっていう
ところをすごく実感しました。

・途中で焦点化をすることの意味、バイザーが、途
中で解釈を加えないとか、大事なポイントがある
なと、認識させていただきました。

・バイジーを大事にするっていう大前提のスーパー
ビジョンをしなければいけない。

【自身の立ち位置・役割】

スーパーバイザー養成のためのグループスーパービ

ジョンを行う際に「グループの中での自分の役割」

「バイジーになりきってみる」「職場とは違う何か」が

出された。

・バイザーを養成するっていう立場になったとき
に、グループの中での自分の役割と言ったら変な
んですけども、参加する立ち位置みたいなものが、
少しどう取っていったらいいのかなっていう辺り
を、なんていったらいいんでしょう。共通認識っ
てことではないんでしょうけど、そういうものが
ないと、自分の立ち位置がグラグラしてしまった
かなっていうところがあったので、そこを少し考
えていく必要があるのかなと思いました。

・バイザーとしてどうしたらいいのかっていうこと
を、事例提出者とかバイジーのグループのメン
バーになって考えられたんで、スーパーバイザー
の役が今、多いのでね、すごくそれが勉強になり
ました。スーパーバイザーの人、この人に今こう
言って欲しいなとちょっと思ったりしていたの
で、それは新鮮だったし、すごくいい経験になっ
て、バイザーの役の人もバイジーになりきってみ
るっていうのはいいんじゃないかな。そういう経
験の訓練もいいんじゃないかなっていうのを初め
て体験して思いました。

・（職場より）プラスアルファは何かを身につけな
ければいけないっていう感覚が、私も〇〇さんと
同じようにありました。どこかでスーパーバイ
ザーになるためのお土産をどう持って帰るのかっ
ていう感覚があって、そうするとバイジーにズッ
ポリはまってしまうとバイザーのところに目がい
かなくなってしまうっていうような、ちょっと焦
りが私もあったかなっていう気がします。

【スーパービジョンの文化のなさ】

実践現場において、スーパーバイザーになること、

スーパービジョンを実践している認識のなさについ

て、職場においてOJTとスーパービジョンの区別や
意識の違いが共有されていない「OJTとスーパービ
ジョンの違い」、職場の上司が「スーパーバイザーと

しての認識がない」「スーパービジョンの文化がない」

まま指導をしていること、「スーパーバイザーという

ものの実感」が挙げられた。

・普通に日常で友達とか親とか家族とかに相談する
のと、職場で相談業務に携わるのは違うぐらいの
何かが、そのぐらいの差がきっとあるんじゃない
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かなというふうには思ってるので、例えば100回
スーパービジョンを受けたとしても、スーパーバ
イザーにはなれないだろうなと。

・現場で、〇〇で働いているときの意識と、スー
パーバイザー養成をするに当たっての意識の多分
大きなポイントの違いは、OJTとスーパービジョ
ンの違いがわかるっていうところが大きな違いな
のかなと思うんですよね。

・現場ではOJTで後輩に業務を覚えてもらったり、
スーパービジョンを展開してもらう。しかも、う
ちの職場の中でどういうふうに展開していっても
らうかっていうところをお伝えする、これ多分
OJTなんですよね。

・本当にこれ悩ましいですね。これが対人関係をや
る、スーパービジョンも対人関係の中でバイザー
とバイジーのグループだし、そのネタもそうだし、
そこの難しさが如実に出てるなって思いました。
（略）でも、そういう中で何かができるからスー
パーバイザーになっているわけじゃない現実です
よね。だって、もう部下ができればスーパーバイ
ザーになってるんだけど、なってて、〇〇さん
だってご指導なさったり助言なさったりしている
わけで、でもそれはなりたくてなったとか、手を
挙げてなったんじゃなくて、もう後輩がどんどん
入ってこられてやっていると。それはどこの職場
の人も結構同じような状況で、こういうものを立
ち上げて、それをやってる自覚を持ってやるのと
そうじゃないのと、またそこでも大きな差が出て
くる。

・いわゆるスーパーバイズっていう、バイザーも含
めてスーパーバイズっていうものの文化がない、
〇〇という世界の中で、たくさん、後輩を育てて
一緒に育ててきたっていう状況の中で、今回この
スーパービジョンというものに出会ってですね、
いかに効果的に個々人に対して、その支援をする
かということの手法として、すごく興味深かった
というのが、私が、スーパービジョンに学んでい
きたいなと思ったところです。

３．グループスーパービジョンに参加した効果と限
界、スーパーバイザー養成に必要な要件について
この項目では、グループスーパービジョンの【スー

パービジョンのセッションにおける焦点化の大切さ】、

スーパービジョンを通した【振り返りの意味・気づき

の意味】、グループスーパービジョンならではの【グ

ループダイナミックスによる効果と限界】、グループ

スーパービジョンを展開する【スーパーバイザーの力

量と課題】【スーパービジョンの意味】が挙がった。

【スーパービジョンのセッションにおける焦点化の大

切さ】

・カンファレンスやってるときに、わかんないこと
があったら、なんか質問あるとかっていうとこか
ら当然始めるんですけど、それとは違う考え方が
あるんだなということは、すごく衝撃的に思いま
した。

・自分の価値観がもうそういうふうに形づくられて
しまっているんだなっていうところの反省に繋が
るというのが、私の中ですごく大きな収穫という
か、得たものだったなと思うので、それがスー
パーバイザー養成講座の中で得られる大きなもの
になるのかなと。

・他領域の方の話を聞けて、新たななんて言うんで
しょうかね。触発されていろいろ、こういうこと
もできるかもしれないなというところにはつな
がったのは、一つメリットだったかなと思うんで
すけども、一方でやっぱりいろいろな領域が広過
ぎちゃうと、今度は、共通テーマが持ちにくくて、
グループとしてどうみんながわかち合ってもらう
かっていうところでは拡散しやすいのかなってい
うところなので、焦点化が難しいなっていうふう
にすごく思った。

【振り返りの意味・気づきの意味】

・私がすごく勉強になったのは、自分がもし後輩に
何かを、スーパービジョンするってなったときに、
なんか自分の中の凝り固まった考え方とか、自分
が見がちな見方とかっていうもので、スーパービ
ジョンにしてたんだなって思ったんですね。

・同じ立場になるべく立とうとしていろいろ質問を
出したり、理解をしようという形で、質疑が行わ
れていくというのを、また引き続き経験をさせて
いただいて、相手の立場に立って傾聴して、その
立場に立ってものを考えて、そこから何が課題な
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のかということを導き出して、一定の方向の解決
と言うかですね。そのこと自体はこうだったんだ
ねっていう、そのみんなで納得がいく経験という
気持ちよさというのは、今回も経験できて嬉し
かったなと思ったんですね。

・そのスーパーバイザーの経験っていうか、ソー
シャルワーカーとしての経験とかっていうのも伝
わってくるっていうとこでは、すごく受けて良
かったなって思うし、なんかいろんな本当にこれ
から若い方にも受けていただきたいし、組織とし
ても。

【グループダイナミックスによる効果と限界】

・効果というか、これから自分が勉強していったり、
経験したいなっていう、このグループだったか
らっていうのと、私がその以前に関わったグルー
プもそうだったんですけど、皆さんが味方でなん
か助けてくれるっていうような状態のグループで
しか経験がないからだと思うんです。

・グループの良さっていうのが、グループの力量が
あるっていう。でもグループの力量があるからこ
そ、どこに向かっていくかわかんない感じってい
うのは常に毎回あるのかなって思っていて。

・スーパービジョンだとかスーパーバイザーである
ことについて、皆さんがどう思ってるんだろうっ
ていうのが、グループとして話せる、お話伺える
機会っていうのはすごく私のそういうモチベーショ
ンに来るものだったなというふうに思いました。

・多分グループの限界としてグループ苦手な人もい
ますよね。誰かほかの人に指摘されるんじゃない
か、比較されるんじゃないかって思うと、グルー
プに出にくいなっていう人もいらっしゃると思う
ので、その辺がやっぱりグループの限界ではある
のかなって思いました。

・スーパービジョンの中でも、みんなで検討しても
導き出せないものっていうものがあるんだなとい
うことも、今回経験ができて、やっぱり難しいな
と感じたところです。

【スーパーバイザーの力量と課題】

・グループのなんだろう、方向性というか舵取りっ

ていうところで、バイザーがすごく大事だなって
いうのを感じて、個別って一対一なので、気づき
が深く、自分に直面化させられるというかってい
う部分も大きいので、グループの良さと個別の良
さっていうのはそれぞれにあるなって思って。

・バイザーの指導なのか指示っていうか、優しく、
引き出してくれるような、スーパービジョン化によっ
て、バイジーの方々が、それこそメンバーに与え
る影響っていうのはすごい大きいんだなと思ってい
ます。

・自分の職場に帰ったときに、じゃ、同じ職種で
やっぱり、同じ状況の中で、こういう、一方向に
向けてみんなでスーパービジョンができるかとい
うとなかなかやっぱり難しい。

・バイザーにこれからなる人を養成するのであれ
ば、まずバイザーとしての立場、あるいは立ち位
置っていうところを学んで、その上でもう一回バ
イジーに戻る、あるいはバイジーをやってからバ
イザーの養成を受けて、またバイジーに戻るとい
うような、その繰り返しの中での方が学びが深く
なるのかなっていうところで、一度にやってしま
うと、ちょっと頭の中が混乱しやすいのかなって
いうところが思ったところですね。

【スーパービジョンの意味】

・若いときは特に厳しい指摘もあるし、厳しいって
いうのはビシっと言われるんじゃなくて、それを
実感させられるから、後で本当に情けなくて涙す
るとかって、何回か経験もありましたし、それで
も気づく楽しさっていうのはすごく私はあって、
だからそれを得られるのはスーパービジョン
（略）。それはちょっと快感に近いなっていうか。
気づくときの、この自分で教えてもらっても、自
分がストンと気づく。この快感はなんかすごい。

・気づきをバイジー側に委ねてくれるようなバイ
ザーがいてくれるとすごく苦しいんだけども、自
分でこういうことなのかもしれないとか、こうい
うことについて勉強しようとかっていうふうに、
意欲をかき立ててくれるバイザーと、上から
ガーっと言われて、業務をこう求められたりとな
るとすごくへこんでしまって、そうするともう二
度とスーパービジョン嫌だなというような声が聞
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こえてきちゃったりっていうところもあるので、
そういう意味でいいバイザーにつくっていう体
験ってすごく大事なのかなと思いました。

・スーパービジョンはその自由になることなんだっ
て、〇〇先生がおっしゃっていて、自由になるた
めにスーパービジョン受けるのよって言われて、
すごくこう扉が開くというか、すごいすっきりし
て帰れ、毎回なんかすごくすっきりして軽やかに、
行く前まではこんな状態で行って申し訳ないとか、
辛いとかって思って行くんですけど、受けて、本
当に軽やかになったっていうふうに帰れたこと。

Ⅲ．結果の考察
本研究は、社会福祉研究所がスーパービジョン理論

を基にヒューマンケア領域でスーパーバイザー養成を

行うための基礎データとすることを目的としたパイ

ロットスタディとして、研究協力者とグループスー

パービジョンを行い、その後、グループインタビュー

をしたものである。ソーシャルワークの中でもスー

パーバイザー養成に関しては、小松尾（2019：8-10）
が、スーパービジョン実践を難しくしている要因を

「バイザーになる不安」「バイザーのスキルの不明確

さ」「自己評価のあいまいさ」「バイザーのサポート体

制の未整備」から論じているが、研究も実践も少な

く、手探り状態と言える。

研究協力者のメンバーは、いずれも実践経験が20年
以上あり、キャリア形成時にスーパーバイジー体験を

した者、スーパーバイジー体験がないまま部下の指導

を行っている者、大学院の授業ではじめてスーパービ

ジョンにふれた者、現在、スーパーバイザーとして実

践している者が入っている。

今回のインタビュー調査の結果から以下の考察を行

いたい。

第一は、「スーパービジョン」の言葉のもつ意味、

敷居の高さである。質問項目が、個々別々に独立でき

るものではなく重なり合う部分があったため、分析で

も重なり合う部分も多いが、繰り返し語られたのは、

「スーパービジョン」や「スーパーバイザー」の言葉

が持つ敷居の高さ、スーパービジョンの文化が浸透し

ていないということである。スーパーバイザーとして

職場で実践している者にも「スーパービジョン」や

「スーパーバイザー」は職場とは異なる意味合いを

持っており、管理者として長年、部下の教育・支援・

管理してきた者にも「スーパーバイザー」としての意

識が薄い。Kadushin & Harkness（＝2016：153-154）は、
教育的スーパービジョンと現任訓練、職員研修との違

いを整理し、「教育的スーパービジョンは個々のス

タッフの特定の業務について一般的な学習を適用し特

色をもたせ、現任訓練を補完するもの」と言及してい

る。つまり、職場で行われている部下や後輩への教育

もスーパービジョンであるにもかかわらず、スーパー

ビジョンとの認識がなされていない現状がある。スー

パーバイザー養成プログラムでは、職場で実施されて

いる職員研修・現任訓練・スーパービジョンの概念整

理、スーパービジョンへの敷居を下げる工夫が必要で

あるとわかった。

第二は、スーパービジョンの開始時における契約、

目標、グループとしての「波長合わせ」の大切さであ

る。スーパービジョンにおけるスーパーバイザーと

スーパーバイジーの契約の重要性は、スーパービジョ

ンの成立条件のひとつとして論じられているが（塩村　

2000：106，山口　2019：118-119）、今回のインタビュー
調査でも指摘された。第一の点で述べたように「スー

パービジョン」に対する個々の参加者のイメージの違

いがあるため、「スーパービジョン」に対するイメー

ジの共有化をはかることが求められる。とくに、ヒュー

マンケア領域と対象を広げた場合、多職種の理解にも

つながるメリットはあるが、参加者の「共通言語」

「共通理解」がなされないままスーパービジョンをス

タートした場合、グループダイナミックスを活かした

スーパービジョンが成立しない。ただし、グループ

スーパービジョンの場合は、スーパービジョンのセッ

ションを重ねていく過程で、他の参加者との相互作用

から目標が発展、変化する可能性も語られ、それはグ

ループスーパービジョンならではの効果であると言え

よう。

第三は、スーパーバイザーとなるためのスーパーバ

イジー体験の意味である。本研究では、スーパーバイ

ザーとして実践している者にもスーパーバイジー役と

して事例提出をしてもらった。スーパーバイザーにな

るためには、スーパーバイジーの立ち位置を体験す

る、「スーパーバイザーにこう言って欲しい」という

体験、「納得のいく経験の気持ち良さ」がスーパーバ

イザーとして実践する際に活きるとわかった。スー

パーバイジー体験だけではなく、グループスーパービ

ジョンにメンバーとして参加すること自体が、自身の
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振り返りにもなる。スーパービジョンは、ソーシャル

ワーク、支援の流れと並行（パラレル）なプロセスで

あると言われており（山辺　2015：23-24）、スーパー
バイジーとスーパーバイザーのパラレルな関係が論じ

られているが、スーパーバイザー同士がメンバーとな

ることもパラレルな関係に繋がっていると言える。一

方、スーパーバイザーとしての力量には、「自信が持

てない」という声もあがり、スーパーバイザー養成プ

ログラムだけではなく、スーパーバイザーの可視化で

きるスキルやステップアップのためのプログラムの開

発は課題と言える。

第四は、スーパーバイザーとして、参加者やグルー

プと共に「安心」で「安全」な場として機能するよう

働きかけることである。インタビュー調査では、スー

パービジョンを通して「気づく楽しさ」「ストンと落

ちる快感」「自由になる」体験が語られた。そのよう

な体験があるからクライエントに向き合いたいと思え、

次のステップに上がれるのであり、スーパーバイザー

自身がそのような体験をしていないとスーパーバイ

ジーに「安全」「安心」なスーパービジョンを提供で

きないと今回のインタビュー調査からわかった。奥川

（2000：50）が、スーパーバイザーに求められる能力
の基本に「教育・訓練」と「サポート」機能を述べ、

「サポーティブであることは、スーパーバイジーは安

全で安定した状態でクライエントに会えるための前提

になる」と論じている。スーパーバイザー養成プログ

ラムの中でも着目する視点のひとつとなるであろう。

以上、インタビュー調査からグループスーパービ

ジョンの効果とスーパーバイザー養成プログラムに必

要な内容を考察した。準備期における「契約」「目標」

「波長合わせ」と「安全」「安心」な場であるスーパー

ビジョンから得られる「気づき」「自由」さをスー

パーバイザー養成プログラムの中にどのように組み込

むのか、それらを可視化できる方法の検討が今後の課

題であるとわかった。これらの結果を踏まえ、社会福

祉研究所においてスーパーバイザー養成プログラムを

展開し、参加者からの意見を反映させながらプログラ

ム開発を継続していきたいと考えている。

＊この場を借りて、研究に協力していただいた方々
に感謝申し上げます。
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社会福祉研究所　年間活動記録

2023年

４月15日 第１回SV講座（取出講師）
 22日 第１回SV講座（佐藤講師）
 27日 第１回SV講座（齊藤講師）
５月13日 第２回SV講座（佐藤講師）
 18日 第１回研究所運営委員会
 20日 第２回SV講座（取出講師）
 23日 第１回「勉強会」
 25日 第２回SV講座（齊藤講師）
６月10日 第３回SV講座（佐藤講師）
 15日 第２回研究所運営委員会開催
 17日 第３回SV講座（取出講師）
 22日 第３回SV講座（齊藤講師）
７月15日 第４回SV講座（取出講師）
  第４回SV講座（佐藤講師）
 20日 第３回研究所運営委員会開催
 25日 第２回「勉強会」開催（オンライン）
 27日 第４回SV講座（齊藤講師）
９月９日 第５回SV講座（佐藤講師）
 16日 第５回SV講座（取出講師）
 21日 第４回研究所運営委員会開催
  第１回研究手法講座「質的研究デザインの考え方と科研費申請」主催
 26日 第３回「勉強会」開催
 28日 第５回SV講座（齊藤講師）
10月７日 第６回SV講座（佐藤講師）
 21日 第６回SV講座（取出講師）
 26日 第６回SV講座（齊藤講師）
11月11日 第７回SV講座（佐藤講師）
 16日 第５回研究所運営委員会開催
 18日 第７回SV講座（取出講師）
 23日 第７回SV講座（齊藤講師）
 28日 第４回「勉強会」開催（オンライン）
12月14日 第８回SV講座（齊藤講師）
 16日 第８回SV講座（取出講師）
  第８回SV講座（佐藤講師）

2024年

１月18日 第６回研究所運営委員会開催
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１月20日 第９回SV講座（佐藤講師）
  第９回SV講座（取出講師）
 23日 第５回「勉強会」開催
 25日 第９回SV講座（齊藤講師）
２月10日 公開スーパービジョンセミナー「スーパービジョンの展開」主催

  第10回SV講座（佐藤講師）
２月17日 第10回SV講座（取出講師）
 22日 第10回SV講座（齊藤講師）
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淑徳大学社会福祉研究所規程

（目的）

第１条　この規程は、淑徳大学学則第７条第２項に基づき、淑徳大学社会福祉研究所（以下「研究所」という。）
に関し必要な事項を定める。

（所在地）

第２条　研究所の所在地は、千葉県千葉市中央区大巌寺町200番地とする。

（設置の目的）

第３条　研究所は、建学の精神に基づき、社会福祉の理論と実践及びヒューマンケア領域との学際的な研究をす
すめ、社会の発展、福祉の増進及び社会貢献並びに学生及び卒業生への教育・実践に貢献することを目的とする。

（組織）

第４条　研究所は、前条の目的を達成するため、次のセンター及び研究室を置く。
（1）　発達臨床研究センター
（2）　総合福祉研究室
（3）　研究サポートセンター

（発達臨床研究センターの事業）

第５条　発達臨床研究センター（以下「研究センター」という。）では、次の事業を行う。
（1）　発達臨床による地域社会への貢献
（2）　発達臨床領域における学生の体系的な臨床教育及び臨床訓練
（3）　障害児教育及び障害児福祉における現職教職員の研修と再教育
（4）　発達臨床に関する基礎的かつ臨床的な研究の展開
（5）　発達臨床研修セミナーの開催
（6）　発達臨床研究の定期的な発行
（7）　その他研究所の目的を達成するために必要な事業

（総合福祉研究室の事業）

第６条　総合福祉研究室（以下「研究室」という。）では、次の部門を置く。
（1）　総合福祉研究部門
（2）　スーパービジョン実践・研究部門

（総合福祉研究部門の事業）

第６条の２　総合福祉研究部門では、次の事業を行う。
（1）　社会福祉に関する調査及び研究
（2）　福祉情報の収集と分析
（3）　諸外国や他地域の社会福祉に関する研究
（4）　社会福祉の研究及び調査に関する報告書並びに資料の発行
（5）　その他総合福祉研究部門の目的を達成するために必要な事業
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（スーパービジョン実践・研究部門）

第６条の３　スーパービジョン実践・研究部門では、次の事業を行う。
（1）　スーパービジョンの実践と研究並びに学生・卒業生に対する体系的な教育及び訓練・養成
（2）　スーパーバイザーの養成と実践現場への教職員への研修
（3）　スーパービジョンに関する調査研究
（4）　スーパービジョンに関する研究及び調査に関する報告書並びに資料の発行
（5）　その他スーパービジョン実践・研究部門の目的を達成するために必要な事業

（研究サポートセンターの事業）

第７条　研究サポートセンター（以下「サポートセンター」という。）では、次の事業を行う。
（1）　教員の研究に対する支援及び協力
（2）　研究の推進及び支援
（3）　研究及び調査に関する報告書並びに資料の発行
（4）　その他研究所の目的を達成するために必要な事業

（研究所の構成）

第８条　研究所は、次の所員をもって構成する。
（1）　所長
（2）　研究センター長、研究室長及び研究サポートセンター長
（3）　研究員
（4）　研究所助手
（5）　事務職員その他必要な非常勤職員

２　研究所は、研究所所属の教員を置くことができる。

（研究所運営委員会）

第９条　研究所に研究所運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。
２　運営委員会は、研究所の運営に関する事項を審議する。
３　運営委員会は、所長、研究センター長、研究室長、研究サポートセンター長及び研究員で構成し、研究所助
手及び事務職員は、幹事として加わる。

（所員の任務）

第10条　所長は、学長の指示に従い、研究所を代表するとともに、事業及び事務を統括する。
２　研究センター長、研究室長及び研究サポートセンター長は、所長を補佐し、研究センター、研究室及びサ
ポートセンターの業務を遂行する。

（所長の任命並びに研究センター長及び研究室長の指名及び任期）

第11条　所長は、専任教員の中から学長が選任し、理事長がこれを任命する。
２　研究センター長、研究室長及び研究サポートセンター長は、専任教員の中から学長がこれを指名する。
３　所長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　研究センター長、研究室長、研究サポートセンター長及び次条第１項第２号に定める兼担研究員の任期は、
２年とする。ただし、再任を妨げない。



45

淑徳大学社会福祉研究所年報　第１号　2024

淑徳大学社会福祉研究所規程

（研究員）

第12条　研究所に次の研究員を置くことができる。
（1）　専任研究員（専任で研究所に所属する者）
（2）　兼担研究員（本学の専任教員の中から学長が指名した者）
（3）　兼任研究員（本学の専任教員ではない研究者で、研究所の目的達成のためにその必要を認め、学長が
委嘱したもの）

２　学長は、専任研究員又は兼担研究員の中から、主任研究員を命じることができる。

（研究センターの専任研究員及び兼担研究員並びに研究所助手並びに非常勤職員）

第13条　研究センターに、前条第１項第１号に定める専任研究員又は第８条第１項第４号に定める研究所助手を
置く。

２　専任研究員は、発達臨床に関する優れた臨床技能と知識及び専門性があり、それに基づいたスーパービジョ
ンの能力や業績を有する者とする。

３　研究所助手は、発達臨床に関する臨床技能と知識及び専門性があり、研究の資質を有する者とする。
４　前条第１項第１号に定める専任研究員及び同項第２号に定める兼担研究員は、研究センターの臨床業務と研
修生や臨床実習生のスーパービジョンを担当し、併せて研究センター長の指示の下に研究センターの研究業務

を遂行する。

５　研究所助手は、研究センター長の指示の下に、研究センターの通常の臨床業務及び臨床実習生の指導並びに
研究業務を遂行する。

６　必要に応じて非常勤の助手及び発達臨床の非常勤セラピストを置くことができる。

（研究室及びサポートセンターの専任研究員及び兼担研究員並びに研究所助手並びに非常勤職員）

第14条　研究室及びサポートセンターに第12条第１項第１号に定める専任研究員又は第８条第１項第４号に定め
る研究所助手を置くことができる。

２　専任研究員は、スーパービジョンに関する調査及び研究のほかスーパービジョンに関する優れた実践力と知
識及び専門性があり、それに基づいた能力や業績を有する者とする。また、社会福祉に関する調査及び研究の

ほか建学の精神に関する調査及び研究を遂行できる能力と業績を有する者とする。

３　研究所助手は、スーパービジョンに関する調査及び研究を遂行し得る能力を有し、かつ、スーパービジョン
に関する優れた実践力と知識及び専門性があり、研究員の研究・実践活動を補佐し得る者とする。また、社会

福祉及び建学の精神に関する調査及び研究を遂行し得る能力を有し、研究員の研究活動を補佐し得る者とする。

４　専任研究員及び第12条第１項第２号に定める兼担研究員並びに研究所助手は、研究室長及び研究サポートセ
ンター長の指示の下に研究室及びサポートセンターの研究・実践業務を遂行する。

５　必要に応じて非常勤の助手及び研究業務処理のための非常勤職員を置くことができる。

（専任研究員及び研究所助手の採用）

第15条　専任研究員及び研究所助手の採用は、運営委員会の審議を経て学長が選任し、理事長がこれを任命する。
２　専任研究員及び研究所助手の給与規程は、別にこれを定める。
３　専任研究員及び研究所助手の服務規程は、別にこれを定める。

（事務職員）

第16条　事務職員は、所長の命を受け、研究所の事務を処理する。



46

淑徳大学社会福祉研究所年報　第１号　2024

淑徳大学社会福祉研究所規程

（顧問）

第17条　学長は、必要に応じて、研究所に顧問を置くことができる。

（共同研究）

第18条　研究所は、必要に応じて、専任教員の調査及び研究と連携を図り、共同研究をすすめることができる。

（委託生、研修生及び研究生）

第19条　研究センターは、必要に応じて委託生、研修生及び研究生を置くことができる。
２　研究室及びサポートセンターは、必要に応じて、本学及び他大学の大学院の学生、実践現場の職員等を研究
生として、調査及び研究に参加させることができる。

３　発達臨床研究センターの研究生については、別に定める。
４　発達臨床研究センターの研修生については、別に定める。

附　則

１　この規程は、昭和52年４月１日から施行する。
２　この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。
この規程は、平成３年４月１日から施行する。
１　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
２　この規程の改廃は、大学協議会の議を経て学長が決定する。
この規程は、平成８年４月１日から施行する。
この規程は、平成10年４月１日から施行する。
この規程は、平成14年４月１日から施行する。
この規程は、平成15年４月１日から施行する。
この規程は、平成26年４月１日から施行する。
この規程は、平成27年４月１日から施行する。
この規程は、令和５年４月１日から施行する。
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