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管理会計研究における質的研究方法論の 意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村彰吾
〈論壇要旨〉

　 管理 会計の 学術的研 究 を進め て い く上 で統計的手 法を用い た実証分析や 数理モ デル に よる

分析 の 有用性 が認識 され る
一方 で 、 管理 会計研 究の 対象が現実 の 会計実践で あ る こ とを考慮す

る と実務を直接的に捉えよ うとする質的研 究方法の 有用性 も否定 され るわ けで は ない 。 本稿で

．
は，管理会計研究にお け る質的研 究方法論を検討 し，そ の 意義を考察す る．管理会 計研 究の 実

務 へ の 有用性 と い う観点か ら ， 質的研 究方法は 有効で あ り ， 管理 会計研 究に お い て   管理 会計

技法 の 発見，  新 しい 管理会計手法の 開発 ，   管理会計技法の 運用に 関わ る発 見 ，   管理 会計

プ ロ セ ス の 記述 ・説明 ・分析 へ の 貢献が期待され る．そ の
一方で ， 質的研 究方 法の 限界ある い

は課題 もあるた め ， トライ ア ン ギ ュ レ
ー

シ ョ ン ある い は マ ル チ ・メ ソ ドロ ジーによ っ て それ ら

を克服する努力は必 要で ある．
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会計 実実務

The　Significance　of 　Qualitative　Research　for　Management

　　　　　　　　　　　 Accounti皿g　Research

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shogo　Kimura

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 AbstraCt

The　emp セical　reso 肛 ch 　met 畳10d 　based　on   ono 皿 e  ics　and 　lor　the　analytical 　research 　method 　based　on

microeconomics 　are　consid 巳ped　to　bo　effeOdve　血 ethods 　fbr　conducting 　皿 anagement 　a   ounti 皿9

researches 丘o 皿 the　perspective　of 止e　rigorous　academic 罰esearch ．　However，　as　the　purpose　of

management 　aocounting 　research 　is　to　reveal 　management 　accounting 　P囮 ctices　or　to　invent血 lov 面 vo

practices，　the　qua且itative　research　method 　such 　as　case 　stロdy　and 　actio 皿 　research 　may 　be　皿 oro

appropriate 皿 othod ．　In血 is　paper， 仕om 　the　yicwpoint 　of 　the　management 　aecounting 　research 　focused

・nac 。。unting　practices，
血e　signifTicance ・f

’
the　qualitative　research 　fbr　management 　ac ・・unting

researches 　is　examined
，
　and 　its　con ロibutions　to　managom   t　accou 皿ting　researches 　are 　presented　as

fb1艮ows ：Fin血 g　mique　management 　accounting 　practices， 1胛 enting 　i皿 ovative 　practiees，　Fin血 g　how

management 　accounting 　practices　are 　implemented　and 　used 　in　business，　a皿d　Describing　management

accounting 　process．　Hewever 　researchers 皿 ust 　be　aware 　of 　deficits　of 　the　qualitative　research 　and 　they

should 　t【y　to　conduct 　thehi　researches 　by面 angulation 　or　muld ・methodology 　research ．
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1． は じめ に

　McKinsξy （1924）以来 ， 多 くの 研究者に よっ て 管理会計の 研究が な され て きた ．そ うした研

究 と並行 して ， 管理会 計研究方法にっ い て も研 究が な され て きた
i
．管理 会計 の 研 究方法論に 関

す る研 究成果は ，研 究をよ り科学的あ る い は 学術的に厳密 な もの に し ， 管理会計研 究 を進展 さ

せ るの に貢献す るだけで なく ， 管理会計研究者の 養 成に も寄 与す るもの で ある．管理会計の 研

究方法論 が研究者に共 有 され ， リサー
チ ・ク エ ス チ ョ ン に対 して適切 に リサーチ ・デザイ ン が

選択 され る こ と に よ っ て ，管理会計研 究が学問 と して 洗練 され る こ とが期待 され る ．

　そ の
一方 で ， 管理 会計研 究に は ， 研究対象 であ る管理 会計実践か ら何 を リサーチ ・クエ ス チ

ョ ン として抽 出す るか ， 管理会計の 研究成果 をどの よ うに 管理 会計実践に 活かすか と い う実務

志向的な側面 や社会的な役割期待 がある こ とも無視で きない で あ ろ う．

　そ こ で ， 本稿 では，実務志 向的な側面や社会的な役割期待 を意識 し実務 との 関連あ る い はイ

ン タ ラ ク シ ョ ン に着 目して ， 管理会計研究にお ける質的研 究方 法論 （Qualitative　Research）を検

討 し ，そ の 意義 を考察す る こ とと し た い ．

2． 管理会計研 究の 目的 と研 究方法 に つ い て

　研 究の 目的は 真理 の 探究で ある とい う理解は広 く受け入 れ られ て い る． しか しなが ら， 研 究

成果が ど の よ うに活 か され るか とい うこ とを考慮する と， 研究成果が社会で どの よ うに活用 さ

れ るかを意識 しなが ら実践性ない しは有用性 をよ り重視す る立場 と， 社会で どの よ うに活用 さ

れ る か とい うこ とよ りも学術的な理論 体系 の フ レ
ーム ワー ク をよ り尊重す る立場が 考 え られ る

で あ ろ う．

　 こ の よ うな立 場の 違い は 、 管理会計研 究におい て は ， 管理 会計の 研 究成果 が実務 との 関連で

評価 され うる こ とを示唆す る．例えば 、 ABC や BSC 等 は 間接費の 配賦計算や業績評価 に っ い

て既 存の 理論 に新た な知見を加 える とい う貢献が あ る
一

方で ， 実務が 直面する課題 に応 える手

法で あ り現実の 企 業経営に 有用だ と評価 されて い る．

　M 。Kinscy （1924）の Managerial　Acc。1皿 tingを管理会計の 原 点あ る い は起源 として位置づ ける

な ら， 管理会計実践を説明 し体系化す るこ と ， 管理会計手法を開発する こ とが 管理会計研究 の

出発 点だ と捉 えられ るだ ろ う．こ の こ とは ， 管理会計研 究 は研 究対象を管理 会計実践 と し ， 実

務を改善す るこ とを 目的 として い た こ とを含意 して い る．管理会計研究の 目的 をこ の よ うに捉

える と ， 研究 を遂行す る上 で 実務の 観 察が 不可欠 で あ り ， そ の 研究プ ロ セ ス は ， 図 1 の よ うな

プ ロ セ ス で示す こ とがで きるで あろ う．
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・下ウ圏壁、．^で 三
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 事 実 の 発 見
有 効 性 の 検 証

　　　禽一 攤 滷 丿

図 且 管理 会計 の 研究プ ロ セ ス 　 （出典 ： 著者作成）

　図 1 で示 され る よ うな管理会 計研 究プ ロ セ ス は ， 実務上 の 課 題 を リサ
ー

チ ・ク エ ス チ ョ ン と

し て 捉 え る と こ ろか ら始ま り，論理的に合理 的な方法で 課題 を分析 し解決す る と い う取 り組み

と理 解 され るで あろ う．

　 リサーチ ・ク エ ス チ ョ ン を論理的に合理 的に分析する方法 と して ， 他 の 学問分 野で
一

般に用

い られて い る研 究手法を用い る こ とが有用 な場合 もあ る．例 え ば
，

「実務の 槻察」をア ン ケー
ト

調査 に よ っ て 実施 しよ うとする場合 ， そ の 調査結果を統計処理 す る こ とに よ っ て実態が よ り正

し く把握 で きる こ ともある．また ， 経済学の よ うに数理モ デル に よっ て理論 を より簡潔 に記述

する こ とが で きるか も しれない ．他の 学問分野で
一

般に 用 い られて い る研 究手 法は ，管理会計

研 究 に と っ て よ り洗練 され た論理 的に合理 的 な方 法 と して 利 用 で きる も の で あ り， 管理 会計研

究を科学的 に厳密 なもの にす る こ とが期待で きる ．しか しなが ら，科学 的な厳密 さは ， 必ず し

も実務上 の 有用性 を意味す る も の で は ない ．例 えば，部 門費 の 配賦 計算 で は ，部 門間の 相互 依

存関係 を どの よ うに反映 して配 賦計算を行 うか と い う問題 が 提起 され ， こ の 問題 に対 し ， 部門

間の 相互 依存関係 を定義 しそ の 実態に適合した配 賦基準を選 択す るア プ ロ
ー

チ を採 る．しか し ，

実務上は計算経済性 とい う観 点から，科学的厳密 さをも っ て 部門間の 相 互依存関係 を定義 した

り捉 えた りす る必 要 は ない で あ ろ う．

　また ， 管理 会計の 研究が蓄積 され る と ， 研 究者 に とっ て は先行研 究で 解明 され て い ない 事項

が リサー
チ ・ク エ ス チ ョ ン として認識 され る よ うに な っ て くる．先 行研 究で 解明 されて い ない

課題 は ， 必 ず しも実務上 の 課題 と同 じで は ない ．学問上 の 研究課題 と実務 上 の 課題 の 乖離は ，

研究成果 に つ い て 実務家 と研 究者の 間で そ の 評価が異な る
一

因 に っ なが る こ とに なる，こ の よ

うな状況 は ， 管理 会 計の 学術 的研究 と実学 として の 管理会計 の 距離が 離れて い く現象 と して認

識 され る ．

　上 總 （2010）は管理会計研 究の 領城を図 2 の よ うに説 明するが ， こ の 図 にお い て 管理 会計の

学術的研究 と実学と して の 管理会計の 距離は ， 理 論研究 ・応用研究 と調査研究 ・会計処方研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト
の 距離 と捉 え る こ ともで きる だ ろ う。研 究成果を 査読付 き学術雑誌 にお ける論文 として 公表す

る とい うス タイ ル が
一

般的に な り，学術雑誌 における論文 に よ っ て 研 究者の 業績が評価 され る

ように なる と， 学術雑誌 に論文 を掲載で きる よ うな理論研究や応用研究領域 の 研究に重点が置

かれ る よ うに な る と考え られる ．そ の 結果 ， 管理 会計 の 学術 的研 究 と実学 とし て の 管理 会計 の

距離 が離れ るだ けで な く，そ うした学術雑誌 の 編集方針や査読者が学術的 に適当だ と思 われ る

方法 に基 づ か な い 研 究は淘汰 されて しま う可能性 が あ る．
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図 2　管理 会計研 究の 領域　 （出典 ： 上總 （2010））

　上 述 の よ うな管理 会計の 学術的研 究 と実学として の 管理 会計 の 距離 は ， Johnson　and 　Kaplan

（1987） が指摘 し た管理会計の 適合性 の 喪失の
一

要因 に もな り うる．管理会計の 研 究成果が 実

務に 直 ち に フ ィ
ー

ドバ ッ ク され ず ， 実務上 の 課題 を解決で きない の で あれば
， 実務家は管理 会

計研 究 の 有用 性 は 低 い と評価する．

　Jehnson　and 　Kaplan は Relevanc。　L。 st 以後 の 管理 会計 の 適合性 の 回復 に っ い て 異な る態度 を と

っ て い る．Johnson は 計数 に よ る行 き過 ぎた 目標管理 を批判 し，会計を経営 と い うコ ン テ ク ス

トで どの よ うに活か すか とい うこ とに関心 を持 っ たの に対 し，Kaplan は管理会計の 適合性 ある

い は 有用性 を回復す る手法 の 開発 に取 り組 み ， ABC や BSC を提唱 した ．しか しなが ら ， Johnson

も Kaplan もケー
ス

・
ス タディ ない し訪問調査 を実施 して い るこ とは注 目す るべ きで あろ う．

Johnsonは トヨ タ 自動車の ケ ン タ ッ キ
ー

工場 を訪問 し
ii

，
　 Kaplanは ABC や BSC の プ ロ トタイ プ

と も言 うべ き手 法を実践 し て い る実務 を参 照 して い る
ili
．　 Kaplan の 研 究は ， 上總 （2010）の 調

査研 究 ・会計処方研究に 分類 される もの で あ り，その 研 究方 法 と し て イ ノ ベ ーシ ョ ン ・ア ク シ

ョ ン ・リサ
ー

チ を用 い て お り ， そ の 過程を 図 3 の よ うに説 明 して い る ．
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図 3 イ ノ ベ ー
シ ョ ン ・ア ク シ ョ ン ・・リサ ーチ の 研究サ イ ク ル （出典 ： Kaplan［1998］）

　管理会計研究の 目的に っ い て ，実務 上 の 有用性に 重点を置 くか ，学術上 の 厳密 さに 重点を置

くか と い うこ とに よ っ て ， 研 究 方法が適切 に選択 され る こ とは 論を待た な い ．グ ロ
ーバ ル 化 や

IT 化 の 進展 に よ り企 業環境が 激変 す る状 況 にお い て 管理 会計実務 も変容 し て い る の で あれ ば ，

管理 会計の 実践 を科学的な方法 で 把握 し ， Kaplanや 上 總が示 すよ うな研 究サイ ク ル に 沿 っ て研

究 を進 め て い く上 で ， 管理会計 実践を直接的 に扱 う質的研 究方法は有用な方法 と言え る ．

3． 質的研究方法 の タ イ プ

　前説で 論 じた管理会 計研 究 に お ける質 的研 究方法 に っ い て は すで に 多くの 研 究が あるが ，

Kaplan や 上總が 示 す よ うな学術的 な研 究サ イ ク ル に お い て 有用だ と考え られ る 管理 会計の 質

的研究方 法 として ケース ・ス タデ ィ （Case　Study）， ア ク シ ョ ン ・リサ
ーチ （Action　R．esearch ），

エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー （Ethnography＞， グ ラ ウン ド ・セ オ リー （Grounded　Theory）を取 り上 げ， そ

の 内容を簡 単に 紹介する ，

　ケ
ー

ス
・

ス タデ ィ は ，ある対象 の 事例 を分析す る研 究方法で あるが ， Ryan，　et．aL ［1992】は，5

っ の タイ プ に 分類 し
， それ ぞ れ 以 下 の よ うに 説 明 し て い る

i’．
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  Descriptive　Case　StUdyは ，現在実 際に用い られて い る会計手 法を 記述 する もの で ある．こ の

方法は ， 理論 と実務 の ギ ャ ッ プ を認識する こ とに 貢献す る 手法 と位 置づ け られ る ．

  lllustrative　case 　study は，企 業で 展開 されて い る新 しい 手 法 ・革新的な手法 の 実例 を説明する

た め の ケース ・ス タデ ィで ある．

  Experimerttal　case　stUdy は，新 しい 会計手法の 導入に係わる課題 を検証 しその ベ ネフ ィ ッ トを

評価す る ケー
ス

・ス タデ ィ で ある．

  ExploratOry　Case　Studyは ， 特定 の 会計手法 が用い られ る理 由を探索す るもの で あ り，実証分

析 の ため の仮 説を提示す る．

  Explanatory　Case　Studyは、観察され た会計実務 の 理 由を説明する，特定の 状況 を説 明す る理

論構築 を試み る．

　Descriptive　Case　Studyは ， 実務 と理論研究の 間で 共有 され る べ き リサ
ー

チ ・ク エ ス チ ョ ン を

見い だすの に有用だ と考え られる ．しか し ， リサーチ ・クエ ス チ ョ ン を抽 出す るこ とは研究 の

ス タ
ー

トで ある の で ，Descriptive　Case　Study だけで は十分 とは言 えな い で あ ろ う．

Illustrative　case 　stUdy は ，
　 Kaplan の 1．　 Observe　and 　Doeument 　lmovative　Practieeの プ ロ セ ス に

相 当す る と考 え られ る．ただ し，管理会計が 制度 に と らわれず ，それぞ れ の 企業が様 々 な管理

会 計手 法を用 い て い るが ， そ れ らの 手法が 新 しい 手法 ・革新的 手法 の よ うに見 え て も実質は伝

統 的な管理 会計手 法 の ヴ ァ リエ ーシ ョ ン とい う事例 も散見 され る．その た め ，DeSCTiptive　Case

StUdy と lllustrative　case 　stUdy の 準備の た めに ， ケ ース ・ス タデ ィを実施 して知 り得た会計手 法

が ， 新 しい 手法 ・革新的手法か ど うか判断で きる深 い 知 見を得 るべ く十分な先行研究 の サーベ

イ が 必 要 とな る ．Experimental　case 　study は ， 上總 の 会計処方研究 の 領域や Kaplanの 4　．　lmplement

Concept　in　New 　Organizationsの プ ロ セ ス に相 当す るに お い て 有効な ケ ース ・ス タデ ィ だ と考え

られ る．ExploratOry　Case　Study は，調査研究か ら理論研 究に 移行す る因果関係 の 理論化 に 有用

だ と考 え られ る．実証分析の ため の仮説提示 はテ ン タテ ィ ブ な もの で あ り，統計的手法で実証

分析 が可 能 なモ デル を提供す る こ とが 期待 され る ．ExplanatOry　Case　Studyは ， 観 察 され た会計

実務の 理 由を説明 し，特定の 状況 を説 明す る理 論構築を試み る もの で あ り ，
コ ン テ ィ ン ジ ェ ン

シ ー理論 に基づ い て 管理会計手法の 導入や運用 の プ ロ セ ス を分析す るの に寄与す ると考え られ

る．

　 AetiOll　Researchは，現在 の 実務上 の 問題 を解決する こ とを 目的と し，組織変革を創造し，同

時に そ の プ ロ セ ス を研 究す るた め の 調査方法で あ る （Myers【2009］）．Kaplanの イ ノベ ー
シ ョ ン ・

ア ク シ ョ ン ・リサーチ が該当す る方法で ある．

　 Ethnography は，民俗学 ・文化人類学 にお ける フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クで あ り ， 企業の 人的側面 ，

社 会 的 側 面 ， 組 織 的 側 面 に っ い て 深 い 洞 察 を与 え る こ と が 期 待 され る （Myers 【2009】）．

Ahrons［1997】で は ，
　 Et  ography に よ っ て Accol皿 ting　Ta且k の 実態 を詳細 に記述 して い る．

　 Grounded　Theoryは，収集 したデータか ら帰納的 に理論 を導 出す る方法で ある．会計学では好

ま し い 質的研究方法 と し て 用い られ るこ とが 多くな っ て きたが ， 概念 に つ い て 混乱 が見 られ る

　（S皿 ith【2003】）．

4． 管理会計研 究にお け る質的研究方法 の 貢献 と限界
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4．1 質的研 究方法の 管理 会計研 究 に対する貢献

　 前節 では管理会計研究に お い て 用い られ る質的研 究方 法をい くつ か紹介 した．それ らの 研 究

方法が 管理会計研 究に もた らす研 究成果 は次 の 4 っ の タイプ に分類 で き るだ ろ う．す なわ ち ，

  管理会 計技法の 発 見 ，   新 しい 管理 会計手法の 開発 ，   管理 会計技法の 運用に関わ る発見 ，

  管理会計プ ロ セ ス の 記述 ・説明 ・分析 へ の 貢献で ある．

　管理会計技法の 発 見の 例 と して ， 原価企画の 発 見が あ げられ る．原価企画は 1960 年代頃か

ら ト ヨ タ 自動車にお い て 実践 され てお り ， そ の 実務は社 内的に は製品開発手 法で あ り ， 管理 会

計手 法 とい う位置づ けで はなか っ た ．しか しなが ら， 牧戸 【1979】， Hiromoto［1988］が コ ス ト・マ

ネ ジ メ ン トとい う視点か ら原価 企画 を取 り上 げ る こ とに よ っ て ． 原価企 画は 日本的管理会計手

法と して 認知 され ， そ の 後多 くの 研 究が 行われ た ．

　新 し い 管理会計手法 の 開発 の 例 として は，Kapk 皿 and 　Cooperの 提唱 した ABC や Kaplan　and

Nortonの提唱 した BSC が あげ られ る．

　管理 会計技法の 運用 に か か わる発 見 の 例 として ，
Hansen　and 　Mouritsen【2005］の 研究が あげ ら

れ る．彼 らの 研究 は，実践の なか で 企業価値 と首尾一
貫性 が構築され て い くプ ロ セ ス に つ い て

考察す る こ とを 目的 とし ，
4 社の BSC の 実践例を通 じて こ の 問題 を解 明 しよ うとす る もの で あ

る． こ の 研 究を通 して ．
4 社の 事例で は ， 顧 客や 市場の 概念 よ りも内部の 生産プ ロ セ ス にお け

る具体的な問題 が企 業 に お い て 企 業価値や 首尾
一

貫性に つ い て の議論 を推 し進 め ， 最終的に 戦

略 の 提案に結 びっ い て い る こ とが解明 され ， BSC の 発展 を導い た状況論理はケース に よっ て 異

なる が
，
BSC の 役割は それぞれ の 企業に お け る特定 の 組織的問題に対応 した もの で ある こ とも

明 らかにな っ た ． 特 に．企 業価値や 首尾
一

貫性 の 理解は特 定の 組織的問題 か ら も現れ る もの で

あ り ， こ うした 問題 が BSC を正 当化する理 由を 育み ， それ に応 じた役割 を付与す る こ と ，
　 BSC

の 導入そ れ 自体が ，そ の 目的が何なの か に つ い て の 多様な表現 の なか に，補完物や重複部分や

対立を伴 うプ ロ セ ス で あるこ と， 戦 略管理会 計の 仕組み と し て BSC は戦略 と い う概念を 守る役

割を果た して い る こ と等 は，BSC の 運用 に 関わる重要な フ ァ ク ト ・フ ァ イ ン デ ィ ン グとして考

え られ る．

　管理会計プ ロ セ ス の 記述 ・説明 ・分析 へ の 貢献の 例 と して ， Ahrens　and 　Chap皿 an ［2005】があげ

られ る。彼 ら の 研 究は ， 実践理 論 （Practice　Theory） を援用 し て
，
　 MCS の 持 つ 戦 略的な潜在能

力を理解する こ とを 目的 とす る．こ の 研 究の 背景に は ， トッ プ ・
マ ネジ メン トと現場の 日 々 の

管理活動の 関係 はまだ 研究 され て お らず ， 戦略 と MCS と現場 で の 管理 の 間には複雑 な関係 が

ある とい う認 識が あ っ た ．彼 らは レ ス トラ ン ・ チ ェ
ーン を調査対象企 業と し，半構造化イ ン タ

ビ ュ
ー

調査 ， 内部資料 の 調 査 ， 会議や ワ ー
ク シ ョ ッ プ へ の 参加 ， 参与観察 を行 っ た ． こ れ らの

結果，MCS は戦略化 の さま ざま なプ ロ セ ス に対 して 関与 して い る こ とが 明 らか に された 、具体

的に は ，   当初は差別化 されて い なか っ た ブ ラン ド概念 を構築 しよ うと した ，   各レ ス トラ ン

の マ ネージャ
ーの

一
人ひ とりの努力が本社の 方針 に合致 し

一
っ

一
っ の 戦略 目標 の 達成 に貢献す

る よ うに しよ うと し た ，  マ ーケ テ ィ ン グ の 観点か らは ，MCS は 測 定可能 な ス テ ッ プ を こ まめ

に設定する こ とを通 じ て ，レ ス トラン 事業部 の 成長戦略を前進 させ る よ うに マ ーケテ ィ ン グ部

門 を機能 させ る ， 等で ある ．そ して ，   マ ネ ジメ ン ト ・コ ン トロ
ー

ル 情報が現場 と中央 の 間で

の よ り生産的な相互 作用 を導 く可 能性 が あ る こ と，  戦略の 策定は ，現場にお ける抵抗 を計算

に入れた プ ロ セ ス とな っ て い くこ と，  マ ネ ジ メ ン ト・
コ ン トロ

ール 情報は ， さま ざま な戦略

設計の 効果 を測定す る の み な らず ，同 じ全社 的な戦略計画の もとで 活動す る各 レ ス トラ ン に そ
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れそれふ さわ しい 柔軟性を享受させ る方法 を提供す るこ と を結論 と して 述 べ て い る．

　上記 の よ うな研究成果の 貢献 に加 えて，質的研 究方法を採用する こ とに よ っ て 学際的な研究

を推進 させ るこ とが期待で きる．た とえば ， 実証分析や分析 的研究は 計量経済学や ミ ク ロ 経済

学 を基盤 とした管理会計研究で あ り，管理会計研 究にお い て科学的 な厳密 さを 向上 させ るの に

寄 与 し た と考え られ る．同 じよ うに ， 民 俗学 ・文化 人類 学 に おけ るフ ィ
ー

ル ドワ
ー

クで ある

Etlmographyを用 い て 管理会計研 究を行 う上で ， 民俗学あ る い は文化 人類 学の 内容 を理解し，民

俗 学 ・文化人類学にお ける Ethnographyの 方法論 として の 位置 づ けや 限界 を理解する こ とがで

きれ ば ， 民俗学や文化人類学 を理論的基盤 とした管理会計研究が可 能 に なるか もしれ ない ．

4．2 管理会計研 究にお ける質的研究方法の 限界

　上記の よ うな貢献が期待で きる
一

方で ， 管理会計研 究に お け る質的研究方法 の 限界 に っ い て

も理解 し て お く必 要が あ る．

　
一

般的に指摘 され る こ と として，理 論の普遍化 へ の制約 と学術的厳 密 さの 欠如 が ある．加登

ほ か ［2010］は ， 記述 された現象 を理論的に予測 し説 明す る とい っ た努力 の 欠如 も指摘して い る．

こ れ ら の こ とに加 えて ， 管理会計研 究にお ける質 的研 究方法 の 課題 と して ，Ryan
，
　et，aL ［1992］

は ， 次の こ とを指摘 して い る ．

  全 体論的 な観点か らは ， 調 査対象は よ り大 きな シ ス テ ム の 部分で ある た め，調査対象 の 範囲

　 を ど う決 めるか ？

  社会 シ ス テ ム は 自然現象で は な く ， 研 究者が 中立 的で 独 立 の 観察者 と し て は 見な され な い ．

  調査対象 と研 究者の 問の 関係 にお け る倫理 （特に秘密保持）

　さらに 質的硬究方法に よ っ て 実際に研究を遂行す る上 で ，留意す る べ き こ と と し て ，  リサ

ー
チ ・ク エ ス チ ョ ン と経営課題 の 乖離の 認 識 ，   研究方法の 背 景に ある 理論 に対す る理解の 程

度の 認識 ，  対象企 業の 選択等 もあ げ られ るだ ろ う．研 究者 の リサ
ー

チ ・ク エ ス チ ョ ン が表面

的 には 現実の 経営課題 の よ うに見 え て しま うと，調査対象企業は そ の 研 究に 実務上 の 成果を期

待する． リサ
ー

チ ・ク エ ス チ ョ ン と経営課題 の 相違 を研究者 と調査対象が 正 しく認識 してお く

こ とは ， そ うし た誤解 を防 ぐ うえ で 必 要な こ とで あ る．また ， 管理 会計 に つ い て研 究者 が有す

る最先端 の 知見 を調査対象企 業が 有して い る とは 限 らない の で ， こ の こ とを認 識 して い ない と

イ ン タ ビ ＝
・一

調査 を実施 した場合 ， イ ン タ ビ ュ イーが質 問を誤解 し適切 な回答が得 られ ない お

それ が あ る．さ らに ，Ryan
，
　et．al．［1992】の 指摘する秘蜜 保持 の 視点か ら， 調査対象 が Case　StUdy

を 忌避す る可能性 があ り ， 調 査対象が 限られて しま うか も しれ ない ．．

5． む す び

　本稿 で は，管理 会計研究にお ける質的研 究方法論 （（　！ualitative 　Research）を検討 し ， そ の意義

を考 察 して きた．本稿 の 考察は 以 下 の よ うにま とめ る こ とが で きる ．

　管理会 計研究 の 目的 と研究方法の 整合性 とい う観点か ら ， 質的研 究方法 は 管理 会計実践を耳

接的 に捉 える手 段 として有効で あ り，管理会計研究に お い て   管理 会計技法 の 発見，  新 し い

管理 会計手法 の 開発 ，   管理 会計技 法 の 運 用に 関わる発見，  管理会計 プ ロ セ ス の 記述 ・説明 ・
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分析 へ の 貢献が期待 され る．その
一

方で ，質 的研究方法の 限界ある い は課題 もあるた め ， トラ

イ ア ン ギ ュ レ
ー

シ ョ ン あ る い は マ ル チ ・メ ソ ドロ ジーに よ っ て それ らを克服 する努 力 は必要 で

ある．こ の よ うな努 力は 図 1や 図 2 で示 され る よ うな研究プ ロ セ ス の 連続性 を保持す る こ とに

寄与すると考え られ る．また ， 社 会学 や分解 人類 学 な どに理論 的基盤 を置 く Case　Studyや

Ethnographyは管理会計研究 に新 しい 知見 をもた らすこ とが 予想 され る
一

方で ， 管理会計の 理 論

的基盤を経営学や経済学に求め る考え方もある．研 究方法の 多様性が社会学や分解人類 学，経

営学や経 済学 などの 理論 的基盤 を包含す る よ うな管理 会計固有 の理論 的基盤 の 構築 を促 すこ と

もあ りえ るだ ろ う．

　最後に ，管理会計研 究 と実務 との 適度 な距離感 に っ い て も指摘 して おく．質的研 究方法は管

理会計実践 を直接 的に捉 えるた め ， 管理会計の 実務 上 の 有用性 を重視 しす ぎて 実務 と不可分 に

な り ， 学術性 を損な う可能性が あ る． こ の よ うな状況 は上總の 研 究領域 の 調査研究 と理 論研 究

が分断 された状況 と捉 え られ，調査研究か ら会計処方研究 へ とい う研 究の シ ョ
ー

ト ・カ ッ トと

もい うべ き状況 で あろ う．質的研 究方法 を用 い る場合 には ，
こ うした状況 を回避 し，管理会 計

の 有用性 に つ い て の 共通 の 理解を持 ち，新 し い 経営課題 とその 解決を学術的に扱 う態度が必 要

だ と考え られ る．

注記

i
た と えば，加登他 （2010）等が ある ．

li
ケ ン タ ッ キー工 場 の 見学 か ら得 られた 知見は ，　 Johnson　md 　Broms 【2000】の 第 3 章 で詳 細に 説

　明され て い る ．
面

た とえ ば，ABC の 闘発で は SeoVi11　Corporation，　John　Deere＆ Co．，　 Siemens，　Hewlett−Packard
　 の 実務が参考 に されて い る．
iv
　Ryan，　et．al．【1992】，　pp．114 − pp。115
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