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論 壇

管理 会計研 究に お け る ア ク シ ョ ン リサ ー チ の 意義 と課題

松尾 貴 巳

〈論壇 要 旨〉

　ア ク シ ョ ン リサ ー
チ は 、管理 会計研 究 に お い て は 主 流 の 研 究手 法で は な い 。 し か し なが ら、

管理 会 計研 究が 実 務 と密接 に 関連 す る 学問 で あ る こ と を 考慮 す る と、実 務 に 直接 関 わ っ て 影 響

を与 え る ア ク シ ョ ン リサ ーチ は有 意義 な研 究手 法 で あ る 。 本稿 の 目的 は 、ア ク シ ョ ン リサ
ー

チ

を よ り厳 密 な 研 究 手法 に す る た め の 方 法 に つ い て 検 討 す る こ と で あ る 。 研 究 手 法 と し て 厳 密 性

を 高 め る た め に は 、 抽象的概 念化 の プ ロ セ ス を 重 視 す る こ と で 理 論志 向 を強 め 、フ ィ
ール ド実

験 な ど の 量 的 な 研 究 手 法 と 組 み 合 わ せ 内 的 妥当性 を 高め る こ とが 必 要 で あ る。

〈キ ー
ワ

ー ド〉

ア ク シ ョ ン リサ ーチ 、 フ ィ
ー

ル ドス タ デ ィ 、経 験 的研 究 、研 究方 法 論

The 　significance 　of 　the　action 　research 　in　management 　accounting

research

Takami 　Matsuo

　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　 Abstract
Action 　 research 　has　 not 　been　 the　 mainstrea 皿 皿 ethodology 　 in　 management 　accounting

research ．　 However
，　 the　 action 　 research 　 which 　 has 　 influence　 on 　 practice　 directly　 is　 a

significant 　approach
，　because 　the　management 　accounting 　research 　is　closely 　associated

with 　the 　practice．　This　paper 　shows 　how 　the　action 　research 　can 　be 皿 ade 　more 　rigorous

research 　apProach ・It　is　necessary 　for　researchers 　to　pay　attention 　to　theorizing 　process　by

thinking 　the 　process　of 　abstract 　conceptualization ，　and 　realize 　the 　research 　with 　high　inner
validity 　by　using 　quantitative　research （e ．g．　the 　field　experimental 　apl 〕roach ）．
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1． は じ め に

　本稿 の 目的 は 、研 究手 法 と し て の ア ク シ ョ ン リ サ ーチ （Action　Research ： 以 下 AR とす る）

に つ い て 、そ の 意 義 と課 題 を整 理 した うえ で 、本手 法 に 基 づ く研 究 の 質 を 高 め る方法 を検討す

る こ とで 、管理 会計研 究 に お け る研 究 手 法 の 幅 と質 を 高 め る こ と に あ る 。

　AR と い う研 究 手 法 、す な わ ち、研 究 者 が 特 定 の 研 究対 象組 織 に入 り込 み 、組 織 の 抱 える課

題 を研 究 対 象組 織 内 の 人 と
一

緒 に 検 討 ・解 決 し、組 織 の 中の 仕組 み 、人 の 意 識 や 行 動 の 変化 を

観 察 、 分析 す る と い っ た 研 究 手 法 は 、管 理 会 計研 究 に お い て は伝 統 的 に積 極的 に 用 い られ る こ

と は な か っ た （Labro 　and 　Tuo 皿 ela ，2003 ）。 し か し 、 1980 年代 に 、 経 営 管理 実務 に有 用な知

識 体 系 と し て 、 管 理 会 計研 究 の 機 能 不 全 が 指 摘 され る よ うに な る と （Johnson　and 　Kaplan ，

1987 な ど）、こ れ を 克服 す る
一

つ の 方 法 と して 「実 際 」 に 目 を 向 け る こ と の 重 要 性が 認識 され

る よ うに な っ た 。 そ して 、理 論 の 発 見や 精緻化 に と っ て ケ
ー ス 研 究を 含む フ ィ

ー
ル ドス タデ ィ

が 重 要 で あ る こ と が指 摘 され る よ うに な っ た が （Keating，
1995 ）、中 で も ABC （Activity・based

Costing ）や BSC （Balanced　Scorecard ） の 先駆 的 研 究者 で あ る Kaplan （1998 ） は 、研 究者

が 管理 会 計手 法 の 導入 に積 極 的 に 介入 す る こ と で 新た な理 論 の 開 発や 進 化 を は か る研 究手法 を

「イ ノ ベ ーシ ョ ン ・ア ク シ ョ ン リサ ーチ 」 と し、そ の 重 要 性 を強 調 し た 。 ま た 、管 理 会計研 究

に お け る フ ィ
ー

ル ド リ サ ーチ の 意 義 が 主 張 され 、多様 な 研 究 手 法 の 可 能性 が 指摘 され る よ う に

な る と、そ の
一

つ と し て AR も 注 目 され る よ うに な っ た （Ahrens　and 　Chapman ，2006 ；木 村 ，

2013 ）。 わ が 国に お い て も、谷 ほ か （2004 ） が 「導入 研 究 （i皿 plementation 　study ）J の 中で

AR を用 い た 研 究 を紹介 す る な ど、研 究 手 法 と し て 関心 を 高 め た 時期 も あ っ た 。

　 し か し 、海 外 を 含む 主 要 ジ ャ
ー

ナ ル を 見 る と、特 定 あ る い は少 数 の 企 業 な どを 対 象 と し た フ

ィ
ール ドリサ

ーチ に 関す る研 究 論 文 の 割 合 は 小 さ く、AR は 目立 た ない と い うの が 現 実 で あ ろ

う。AR は 、 ご く 限 られ た リサ
ーチ サ イ ト を対 象 と し て い る 点 で 外 部 妥 当 性 は低 く、ま た 、と

く に 定性 的 な 記述 に よ る研 究は 、研 究成 果 の 客観 性 も小 さい こ とな ど か ら 、学 術論 文 と し て は

論 理 実証 主 義 的 な 研 究 手 法 に 比 べ て 評価 が 低 く な る 可 能性 が 高 い
。 し か し 、近 年 に お い て も AR

や こ れ に 近 い 手 法 に つ い て 、研 究手 法 と して の 厳密 性 を 高 め よ う とす る 考 察 も依 然 と し て あ る。

研 究手 法 と し て 有 意 義で あ り、学術 的 に 評 価 され る可 能性 が あ れ ば 、 そ の 可 能 性 を 高 め る努 力

を行 う こ とが 必 要 で あ る 。 以 下 で は 、ま ず AR の
一般的 な 意義 と課 題 を整 理 し た うえ で 、 管 理

会 計研 究 の 視 点 か らそ の 意 義や 課題 を整 理 す る。そ し て 、課題 を 克服 す る た め の 方 法 に つ い て

検討 し た い
。

2．AR とは 何 か

2．1． AR の 基 本 的 な考 え方 と特 徴

　AR と い う用 語 の 創 始 者 と され る Kurt 　Lewin （1946 ） は 、「よ い 理 論 ほ ど実 践的 な も の は な

い 」 （
“ There 　is　nothing 　so 　practical 　as 　a　good 　theory

”
）　（1．ewin ， 1951 ，　p．169 ）と 述 べ 、研 究

者 が 研 究対 象 に 積 極 的 に 関 与 し課 題解 決 を行 う重 要 性 を 主 張 し た 。観 察 す る側 の 研 究 者が 観 察

され る側 の 研 究 対 象 の 世 界 に 対 し て 独 立 し て 存在 す る の で は な く 、 研 究 者 と研 究対 象 で あ る 企

業や コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー
が

一つ の 共 同的 な チ
ー ム を 形 成 し 、研 究対 象 メ ン バ

ー
の 置 か れ た

状況 を改 善す る た め の 手 法 で あ る と され （Greenwood 　and 　Levin
，
1988 ）、社 会 や 組 織 の 民 主 的

な変 革 を 目 的 と した 研究 手 法 で あ る 。 こ の よ うな研 究 の 過 程 は 、観 察 （Observe ）一省察 （Reflect）

一
行 動 （Action ）

一評価 （Evaluate ）一修正 （Modify）、そ し て 観 察 と い うサ イ ク ル を 形 成 し 、

課題 が解 決 す る まで こ の サ イ ク ル を回 し て い く （Mcniff 　and 　Whitehead ，2011 ，　pp ，41 −42）。 こ
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の 過 程 に お い て 研 究者 は 、研 究 対 象 組 織 に お け る課 題 を解 決 す る フ ァ シ リテ
ー

タ
ー

も し く は コ

ン サ ル タ ン トで あ り、研 究 対 象 に 積 極 的 に 関 与 し、そ の 課 題 を解 決 す る うえ で 触 媒 と し て の 役

割 を 担 う こ とに な る （Stringer，2014 ，　p ．20）。た だ し、　 Schein （2008 ） は 、　 AR は 研 究者 と被

験 者 （ク ライ ア ン ト） の 関 与 が 共 に 強 い 手 法 で あ る と し た う え で 、AR は 研 究者 が 自 ら の 研 究

課 題 に 関 連 して 共 同研 究 プ ロ ジ ェ ク ト主導す る こ とが必 要 で あ り、ク ラ イ ア ン トが主導 し 、研

究者 の 行 為 は そ の プ ロ セ ス を支援 す る だ け の プ ロ セ ス コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン と は 異 な る も の で あ

る と区別 し て い る （Schein，2008 ，　pp ．269 ・273 ）。

　 AR の よ うに 、研 究 者 が研 究対 象組 織 に 積極 的に 関与す る 場 合 、研 究成 果 は現 場 に お け る経

験 的知識 （empirical 　knowledge ） か ら得 られ る こ と に なる が 、 こ こ で い う 「経験 」 とは 、研

究者 の 個 人 的 な経 験や 体験 を意 味 し、研 究対象組 織 の 外 か ら客観 的 に 観 察 し よ うとす る 実証 主

義 的 な経 験論 （Empiricism ） に 基 づ く知 識 と は 異 な る もの で あ る 。 ま た 、「知 識 」 は 「臨床 の

知 」 で あ り、普遍性 、論理性 、客観性 を重視す る科 学的 客観 性 は必ず し も重視 され ない 。む し

ろ 、研 究 者お よ び 研 究対 象 が 問題 と し た 課 題 を本 当に 解決 で き た か ど うか を 描 き 出す う え で 妥

当な もの か どうか 、また、デー タの 信 憑性 、信頼 性が 求め られ る の で ある （Denzin 　and 　Lincoln ，

2000b ， 訳 書 ， pp ．73・74）。 こ の よ うな 考 え方 は 論 理 実証 主 義 の 考 え方 と は 明 らか に異 な る ポ ス

ト実証 主義 に 見 られ る考 え方 で あ り、論理 実証 主義 とは 対照的 な考 え方 で あ る とも い え る。 こ

の た め 、「実証 主 義 に 基づ く研 究 は 消極 的 で人 間否 定的な もの で あ る 」 と批 判 的に 考 え る立 場 か

らは 、AR こ そ が 実証 主 義 に 対抗 し得 る人 間肯定的 な手 法 の
一

つ で あ る と支持 され て き た （内

山 ，2010 ，pp ．14・17）。 ま た 、実証 主 義 と対照 的な考 え 方 と い う点 で は 、社 会構 成 主義 の 立 場 に

近 い と も考 え られ 、研 究 対 象 と の 協 同 的 実 践 を 自 ら の 学 問 的 使 命 と考 え る グ ル
ー

プ ダ イ ナ ミ ク

ス （杉 万 ， 2006 ，p ．25 ） と も似 た研 究 手 法 で あ る と理 解 され て き た 。

　 こ の よ うに 、AR は 現場 密 着型 の 手 法 で あ る た め 、 実 際に 何 が 起 き て い る か を 理 解 で き る だ

け で な く、い か に生 じた か を 知 る うえ で 有 用 で あ る 。 ま た 、研 究 対 象 と な る組 織 の メ ン バ ー と

繰 り返 し議論 を 行 な い
、 研 究対 象組 織 と の 間で 相 互 作用 的 に 「見 て 、 考 え 、 行 動 （Look ・Think

・Act）」 す る こ とを ス パ イ ラ ル 的 に 実施 す る （Stringer，2007 ）。 こ の た め 、長 期 的 、段 階 的 な

知 識 創 造 と学 習 に よ る改 善 が 期 待 で き （Grenhaug 　and 　Olson
，
1999 ）、研 究者 に と っ て は 既存

の 理 論 を精緻 化 で き る だ けで な く、新 た な理 論 を発 見 で き る こ と も期 待 で き る。他 方、研 究期

間 は 長 期 化 す る可 能性 が 高 く、研 究対 象組 織の 課 題 を解 決で き た と し て も理 論 的 な発 見 や 貢 献

が あ る と は 限 らな い と い う点 で 、不 確 実性 の 高 い （研究 者 に と っ て は リ ス ク の 高 い ）研究 手 法

で あ る 。 そ し て 、 実証 主 義 と は 異 な る 手 法 で あ る が ゆ え に 、 科学 的な研 究 と し て の 妥 当性 、信

頼 性 に つ い て 批判 され て きた （Baard，2010 ）。 しか も、理 論 を 進 化 させ る こ とが 重要で あ る に

も関 わ らず 、 1990 年 代 に な っ て も理 論 が 生 み 出 され る プ ロ セ ス に つ い て は 大 き な 関心 が 払 わ れ

な か っ た こ と は 、研 究 手 法 と し て の AR の 課 題 で あ っ た （Baskerville 　and 　Pries・Heje ，1999 ）。

22 ． AR に 関す る 多様 な 概 念

　 以 上 の よ うな特徴 を も つ AR に は 、多様 な研 究 手 法 の バ リ エ
ー

シ ョ ン が 存 在 して い る。む し

ろ Kurt 　Lewin （1946 ）が AR の 基 本 的 な 考 え 方 を 示 し た と す れ ば 、そ の 後 多様 に 発 展 し て い

っ た と理 解す る べ き で あ ろ う。 1940 −50 年代 に Lewin が 示 し た 「研究 対 象 に 積極 的 に 関与 し 、

そ の 課 題 を解 決 す る 」 と い う基 本 的 な 考 え 方 は 、具 体 的 な 調 査 手 法 の 観 点 か ら み る と 同 時 期 に

捷 唱 され た応 用 エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー

（Applied　ethnography ） に 近 い こ と か ら、エ ス ノ グ ラ フ ィ

ー
と関連 付 け て 理 解 され る場 合 が あ る 。 当時 は 、 文 化 人 類学 にお い て も実 践 へ の 貢献 が 重視 さ
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れ る よ うに な り 、 参 与 に お け る干 渉 （participant 　interference）や 、調 査 者 た ち が 自 ら援 助 し

っ っ 学 ぶ （learn　while 　helping ） と い っ た 支援 モ デ ル （Action　or 　Advocacy 　model ）が 提 案 さ

れ た （Denzin 　and 　Lincoln
，
2000b

， 訳 書 ， p．246 ）。　 AR は 、エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー的 で あ る 必 然性 は

本 来 な い が 、エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー的 な調 査 の 戦略 は 、解釈 の 段 階 に お い て よ り説 得 力 の あ るデ ー

タ を 提 供 で き る と い う点 で エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー的 な 方 法 が AR と結び つ け られ て き た と考 え ら れ

る （Denzin 　and 　Lincoln，2000b ，訳 書 ，　p ．257 ）。典 型 的 な例 は 参 加 型 ア ク シ ョ ン リサ
ーチ

（Participatory　Action 　Research ： PAR ） と呼 ば れ る エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー

の 調 査 手 法 を 前提 と し

た AR で あ る 。こ れ は 、研 究者 が研 究 対 象 で あ る文 化 的集 団 の 中に入 り込 ん で 、イ ン タ ビ ュ
ー

や 観 察 を行 い な が ら フ ィ
ー

ル ド リサーチ を行 う応 用 エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー

の 特 徴 を備 え て い る。 こ

の よ うな参 加 型 ア ク シ ョ ン リサ
ーチ に は 、人 権や 教育な ど の 社 会的 問 題 を 実践 的 に解 決 し よ う

とす る参 加 型 リサ
ー

チ や 批 判 的 ア ク シ ョ ン リサーチ が 含 ま れ る （Denzin 　and 　Lincoln，
2000a

，

訳書 ，pp ．229 −231 ）。

　他 方 、組 織 心 理 学 を ベ ー
ス と し 、組織 学 習 を通 じ て 人 の 意識 や 行 動 に 変 化 を 与 る こ と に重点

を お い た も の と して 、ア ク シ ョ ン サ イ エ ン ス （Action 　Science ）（Argyris ，1995 　；Friedman 　and

Rogers ，2008 ）や ク リニ カ ル リ サ ーチ
“ 1 （Clinical　research ）（Schein，2008 ）が あ る。金井 （2011 ）

に よれ ば 、Schein の ク リ ニ カ ル ア プ ロ
ー

チ に 関連 し た AR は 、 組 織 行 動 論 に お け る 「支援

（Helping ）」 の 考 え 方 に 焦 点 が 当 て られ て い る。ま た 、組 織 開 発 （OD ） の 考 え 方 に 基 づ き 、

課 題 解 決 と研 究者 に よ る介 入 の 考 え方 を 取 り入 れ た デ ザイ ン サ イ エ ン ス （Design　Science）

（Aken ，
2007 ）と い っ た 手 法 も あ る 。

　研 究者が 実際 へ の 積極 的な 関与 を行 う と い う点 で は 、介 入 主 義者研 究 （lnterventionist

research ）（Kasanen 　and 　Lukka ，1993 ） も AR の バ リエ
ー

シ ョ ン の
一

っ と し て 考 え られ る。た

だ し 、介入 主 義者 研 究 は 後 述 す る通 り、構 築 的 ア プ ロ ーチ （Con8tructive 　Approach ） の 考 え

方 に 基 づ い て お り 、 観 察 され た現 象 を よ り
一

般的 な 概念 に 構成 す る こ とや 、規範 的 な理 論構 築

が 指 向 され た も の で あ る と説 明 され （Jonsson 　and 　Lukka ，2005 ）、 意味 の あ る 体 系 的 な仕 組み

を 作 る こ とに よ っ て 実際 と 理 論 と の ギ ャ ッ プ を 埋 め る こ とが 重 視 され て い る 。

3． 管 理 会 計 研 究 に お け る意 義 と 課 題

　 1980 年代 、管理 会計研 究 で は 、管理 会 計 研 究 の 機 能 不 全 を 克服 す る
一

つ の 方 法 と し て 「実 際

（practice ）」 に 目 を向け る こ と の 重 要性 が 指 摘 され る よ うに な っ た 。　 Hopwood （1983 ） は 、

会計研 究が 実際 か らか け離 れ た存 在 に な っ て しま っ て い る こ と を指摘 し 、Kaplan （1983 ；1984 ）

は 、研 究者 は も っ と実際 に 目 を 向 け る べ き で あ り、研 究者 は研 究室 を出 て 先進 的な組織 の 実 践

を 学ぶ 必 要 が あ る と指摘 し た （Kaplan ，1984 ，　p ．415 ）。 ま た 、　 Johnson 　and 　Kaplan （1987 ）は 、

情 報科 学や エ イ ジ ェ ン シ
ー

理 論 に 基 づ く 単 純 化 され た 企 業 にお ける 単純 な意思決 定 モ デ ル の 検

討 に 対す る 批 判 的 検 討 を行 っ た （Johnson 　and 　Kaplan 　1987 ，訳 書，pp ．162・165 ）。 こ の よ うな

Hopwood や Kaplan ら の 主 張 は 、特定 企 業の 管理 会計 実務 を記 述 す る と い っ た ケ
ー ス 研 究 を含

む フ ィ
ー

ル ド リサ
ー

チ へ
t2

の 関 心 の 高 め る うえ で
一

定 の 影 響 を 与 え た と考 え られ る。　 Ferreira

and 　Merchant （1992 ）が 行 っ た 、管理 会計 関連 の ジ ャ
ー

ナ ル に 関 す る 1983 年 以 降 の 8 年 間 に

掲 載 され た 論 文 を 対 象 と し た 文 献調査 に よ る と、 フ ィ
ー

ル ド リサ
ー

チ は 82 あ っ た と され る 。

そ の 多 くは （34 本 ） は 、 HBS 　field　researeh 　eollections で あ り、　 The 、Aeco 　un 　ting 　Re 　vi θw で

は 2 本 に過 ぎな か っ た が ．Accounting ．　Organisa　tions　and 　So　cie 　ty に は 20 本 掲載 さ れ て お り、

実際 の 企業等 を 対 象 と し た 実 務 の 記 述 や 、管 理 会 計 シ ス テ ム の 導入 （implementation ） プ ロ セ
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ス へ の 関 心 は 高 ま っ た （Argyris ，1990 ；Argyris 　and 　Kaplan ，1994 ）。と く に Cooper 　and 　Kaplan

（1987 ） に よ る ABC （Activity・based 　Costing ）や Kaplan 　and 　Norton （1992 ） ｝こ よ る BSC

（Balanced 　Scorecard ） は 、特 定 の 企 業実 務か ら他 の 実 務に 適 用 で き る管 理 会計技 法 と し て 概

念化 され た こ と で 、フ ィ
ール ド ス タ デ ィ の 理 論 へ の 貢 献 に つ い て 関 心 が 高 ま っ た ，

　 Ferreira　and 　Merchant （1992 ） は 、多 くの フ ィ
ー

ル ドリサー
チ の 研究 動機 は 、実践 的 な研

究 を 通 じた新 た な理 論構築 に ある と分 析 して い る。 Keating （1995 ） は ケ
ー

ス 研 究
★ 2 が理 論 の

発見 、理 論 の テ ス ト、理 論 を 洗練 させ る うえ で 有用 で あ る こ とを指 摘 し、発 見 → 洗練 → テ ス ト、

あ る い は 発 見 → テ ス ト→ 洗 練 とい っ た循環 に よ り、理 論 を よ り よ い も の に で き る と主 張 した 。

また 、1990 年 代 に お い て は 、管理 会計技 法 の 実務 へ の 導入 に 関 し て 、そ の 促 進 要 因 、阻 害要因

を明 らか に す る研 究 が積極 的 に行 われ （梶原
・窪 田 ，2004 ）、た とえ ば Anderson （1995 ） に よ

る ABC の 導入 プ ロ セ ス 研 究 な ど、導 入 プ ロ セ ス や 導入 効果 に 関す る研 究 が 数多 く行 われ る よ

うに な っ た。

　管理 会計 研 究 に お け る フ ィ
ー

ル ドス タデ ィ の 意義 に つ い て は 、Journal 　ofManagement

Accounting ・Research 　（1998 ，　voL10 ＞ に お け る 4 本 の 論 文 で 強 調 され て い る。フ ィ
ー

ル ドリ

サ
ー

チ の 意義 は 、研 究者 が 実 際を 深 く理 解 しそ れ を 記 述 す る こ と 、 既 存理 論 を支持 あ る い は 否

定す る証 拠 を発 見 す る こ と、理 論 の 開発 な どが あ げ られ て い る （Atkinson 　and 　Shaffir
，
1998 ；

Ahrens　and 　Dent ， 1998）。そ して Kaplan （1998 ） は 、 15 年 間の フ ィ
ー

ル ドリサ
ー

チ の 経験

を も とに 、 フ ィ
ー

ル ドリサ
ー

チ を 通 じて 組 織 の 抱 え る 課題 を 解 決 し新 た な管理 会計 技法 を コ ン

セ プ トと して 明 示 す る こ と、新 し い コ ン セ プ トが 教育や 論文 を 通 じ て 深 く検討 され 、研 究者が

別 の 組 織 に コ ン サ ル タ ン ト と し て 導 入 す る こ と で 新 し い 実 践 が 行 わ れ 革新 を もた ら す こ と を イ

ノ ベ ーシ ョ ン
・ア ク シ ョ ン リサ

ー
チ （lnnovation　Action　Research）と し て 提 示 し た （図 表 1 ）。

Kaplan は こ の サ イ ク ル を 回 す こ と で 、新 し い 理 論 を 試行 す る こ とや 適 用 範 囲 を拡 張 す る こ と、

理 論 の 限 界 を 学習 す る こ とや 導入 の 促 進 ・阻害要 因 を明 らか に す る こ と が で き る と して い る

（Kaplan，1998 ，1〕．115）。

図表 1　 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ア ク シ ョ ン リサー
チ の サイ ク ル （Kaplan ， 1998 ）
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　 管理 会 計 研 究 が 実 務 と密 接 に 関 連 す る 学 問 で あ る こ とを 考慮 すれ ば 、我 々 は 、常 に 実際 に 生

じ て い る 問題 を 認 識 し、理 論 と実 際 と の 相 互 の 関 係 を 重 視 す る 必 要 が あ る 。 こ の 意味 で は 、 実

務 に 直接 関 わ る AR は 有効 な 手 法 で あ り （Mitchell ，
2002 ）、Kaplan の 提 唱 し た イ ノ ベ ー

シ ョ ン ・

ア ク シ ョ ン リサ
ー

チ も基 本 的 に 同 じ考 え 方 に 基 づ い て い る。 た だ し 、AR の 特 徴 で あ る研 究 者

が 研 究対 象組織 に 積極 的 に 関 与 す る 手 法 は 会 計 学 の 研 究領 域 に お い て 確 固 た る 研 究 手 法 と し て

認 め られ て い る とは い え ず 、AR を 採 用 す る研 究者 は 実 際 に は 少 数派 で あ る （Baldvinsdottir，

2010 ）。実際 、ABC や BSC に 関す る 1998 年 以 前 の 研 究 に お い て 、　 Kaplan 自身が 関わ っ た

研 究 に お い て も、研 究対 象 組 織 へ の 関 与 や 共 同研 究 に 関 し て AR の プ ロ セ ス が 詳 しく説 明 され

て い るわ けで は な い 。 た と え ば J6nsson 　 Sten （1992 ） は 、長 期 間 に わ た る経時 的な 質的 研 究

に つ い て AR を 使 用 し た こ と を 明 示 し て い る が 、 こ の よ うな論文 は 例外 的で あ る 。 わ が 国 の 研

究 に お い て 研 究者 が研 究 対 象 に 積極 的 に 関 与 した 研 究 と し て は 、原価 企 画 の 国際移 転 に 関す る

諸 研 究 （加 登 1997 ；岩 淵 1997 ）、 谷 ほ か （2008 ）に お い て AR の 事 例 と し て あ げ られ た ABC ／ABM 、

BSC の 導入 事例研究 、三 矢 ほ か （2005 ） に よ る BSC 導入 事例 研 究 、ア メ ーバ 経 営 、 日 次決 算

の 導入 事 例 研 究 （三 矢，2006 ； 2007 ）、マ テ リ ア ル フ ロ
ー

コ ス ト会 計 の 導 入 事 例 研 究 （北 田 ほ

か ，2012 ）、戦略 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 導入 研 究 （関谷 ，2013 ） な どを あげ る こ とが で き る。

た だ し 、組 織 へ の 関与 の 具 体的 内 容 や 記 述 方 法 、関 与 の 結 果 の 検 証 の 有無 な ど に つ い て は 多様

で あ り、我 が 国 に お い て 研 究 手 法 と し て の 統
一的な認 識 が形 成 され て い る とは い え な い 。

　ま た 、 AR に お け る 理 論 へ の 貢 献 に つ い て は 、　 Baskerville 　 and 　Pries−Heje （1999 ） の 指 摘 の

通 り、理 論 が 生 み 出 され るプ ロ セ ス に つ い て は 管理 会 計研 究 にお い て も大 き な 関 心 が 払 わ れ な

か っ た 。 ま た 、会 計 研 究 に お い て は 、Zim 皿 erman （2001 ） に よ っ て 、経 験 的 知識 を 重視 し た

研究 手 法 は 理 論 的 貢献 が 乏 し い と 批 判 さ れ た 経緯 が あ る 。 こ の 指 摘 は そ の 後 、Hopwood （2002 ）

ら に 反論 され る こ と に な り、加 登 ほ か （2010 ）が レ ビ ュ
ー し て い る よ うに 、Zi皿 merman （2001 ）

は 、経済 学 ベ ー
ス の 数学 的 に厳 密 な も の だ け を 理 論 で あ る と狭 く と らえ て お り、管理 会計 研究

は 社 会 学 、心 理 学 、経 営学 と い っ た 多様 な学問領 域 の 知 見 を 積極 的 に 活 用 し て
一定 の 貢献 を果

た し て き た と理 解 で き る。た だ し 、こ の よ うな 理 解 を 前 提 と した と し て も 、 フ ィ
ー

ル ド ス タ デ

ィ に は 理 論 と の 整 合 性 を よ り重 視 した 研 究 が 求 め ら れ て い る と 指 摘 され て い る （加 登 ほ か

2010 ）。 こ の こ と は 、 AR の 研 究 手 法 と して の 厳 密 性 を 高 め る う え で 十 分認 識 す る 必 要 が あ る。

実際 、我 々 は 、Lukka （2010 ） が 指摘 し て い る よ うに 、管理 会 計 研 究 に お い て は 、い ま なお 経

済学 べ 一 ス の 論理 実証 主 義的 な 研 究 が 重視 され て い る こ とを 認識 す る 必 要 が あ り、以 下 に 述 べ

る よ う に 、理 論化 の プ ロ セ ス を 重視 す る こ とや 、量 的な 研 究手 法 と組 み 合 わせ る こ と で学 術的

に 評 価 され る方 法 を検討す る必 要 が あ る。

4． AR の 厳密性 を 高 め る 視 点

4．L 　 理 論 志 向 の AR

　 1980 年 代 以 降 の 管 理 会計研 究 に お け る フ ィ
ー

ル ドス タ デ ィ 、そ し て AR に 対す る 関 心 の 高 ま

り の 背景 に お い て 、理 論 へ の 貢 献 が 重 視 され て き た こ とを ふ ま えれ ば 、AR の 考 え方 に基 づ い

て 研 究 を行 う場 合、我 々 は よ り理 論 を意 識す る こ とが 求 め られ る 。 そ こ で 、 AR に 関 連 した 研

究 手 法 の 中 で 、理 論 と の 関係 を 重 視 し た 手 法 で あ る 介入 主 義者 研 究 （Intervelltionist　research ）

に つ い て 検討 し て み た い 。

　」6nsson 　and 　I、ukka （2005 ）が 定義 す る 介入 主 義 者研 究 は 、　 Kasanen 　et　aL （1993 ）の 構 築的 ア

プ ロ
ー

チ （Constructive 　Approach ） 考え 方 に 関 連 し た もの で あ る 。 こ れ は 、　 Kasanen 　 et
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al ．（1993 ）に よ る会 計研 究 の 手法の 分類 、 す な わ ち 、 理 論的 （Theoretical）か 経験 的 （Empirical ）

か 、ま た 、記 述 的 （Descriptive） か 規 範的 （Normative ） か と い う 2 軸 で 分類 され る 場 合 、規

範的 か つ 経 験 的 な 手 法 に分 類 さ れ る も の で あ る。AR の 基 本 的 な 概念 と 同様 、臨 床 的 な 経験 知

が 重 視 され る が 、構 築 的ア プ ロ ーチ で は 、解 決手 法 の 実 際的か つ 規範 的 な有 用 性 を 明 ら か に す

る こ と と規 範 論 的 な理 論 的研 究 と の 関連 性が 重視 され る 。 ま た 、 Kasanen 　et　aL （1993 ）は 、構

築的 ア プ ロ
ーチ は 次 の よ うな フ ェ

ーズ か ら成 る も の で あ る と説 明 し て い る 。 す な わ ち 、  研 究

の 可 能 性 を有す る実務課 題 を発 見 す る こ と、  当該 課 題 に 関 し て 概括 的 、 包 括 的 に理 解す る こ

と 、   解 決 手 法 を考 え る こ と、  解 決 手 法 を 実 行 す る こ と、  理 論 と の 関係 を 示 し解 決 手 法 の

貢 献 を 明 らか に す る こ と、  解 決 手 法 の 適用 範囲 を 考察 す る こ とで あ る （Kasanen 　et 　al ．1993 ，

pp ．246 　
−247）。 構 築 的 ア プ ロ

ー
チ は 、解決 手 法 を構 築 す る こ と を 明 示 的 に 掲 げ る こ と で 、　 AR の

一
般 的 な 定義 で は 必 ず し も強調 され て こ なか っ た 理 論化 の プ ロ セ ス を示 そ うとす る も の で あ る 。

　 1．abro ，
　and 　Tuomela （2003）は 、構 築的 ア プ ロ ー

チ は 次 の よ うな 3 っ の フ ェ
ーズ と 7 つ の ス テ

ッ プ か ら成 る と説 明 し て い る （図表 2 ）。す なわ ち、（1 ） 準備 段 階 ：   実務 上 有意 義で 理 論 的

に 興味 深 い 問題 を発 見 す る こ と、  研 究 対 象組織 と長 期 間 に わ た り 共 同 研 究が 可 能 か 検討 す る

こ と 、   当該 問題 に 関 して 概 括的 、 包 括 的 に 理 解す る こ と 、（2 ）実地 調 査 段 階 ；  理 論 的 根 拠

を もっ 革新 的 な 解 決 手 法 を構 築 す る こ と、  解 決手 法 を 実務 に 導入 し機 能す る か テ ス トす る こ

と 、 （3 ＞理 論化 段 階 ：   解決 手 法 の 適 用 範囲 を 考察す る こ と 、  解決 手 法 の 理 論 的 な 関連性 と

貢 献 を 明 らか にす る こ とで あ る （Labro 　and 　Tuomela
，
2003 ，　pp ．415 ・416 ）。　 Labro ，　and

Tuomela （2003 ）に従 え ば 、研 究 者 は 実務 的 な課 題 が 理 論 的 に検 討す る価 値 が あ る か ど うか 考察

し 、先 行 研 究 に 基 づ く知 識 に 基 づ い て 新 た な 解決 手 法 を構 築 し た うえ で 、実 務 へ の 導 入 と適 用

可 能性 の 範 囲 を考 察 し 理 論 的な 関連性 、 貢献 を明示 す る こ と が 求 め られ る 。

図 表 2 　 構 築的 ア プ ロ ーチ の フ ェ
ーズ ・ス テ ッ プ （Labro ，

　and 　Tuomela ， 2003 ）

　 　 　 　準巒段M

　構 築 的ア プ ロ
ー

チ にお け る理論 化 の プ ロ セ ス は 、Kolb（1984 ）の 経験 的学 習 モ デル に 基づ くも

の で あ り （図 表 3 ）、経験 し た こ とを 観 察 、 省 察 した う え で 抽 象 的概 念 化 し 、 さ ら に そ れ を 新 し

い 状 況 に お い て 実 験 し 、概 念 を 洗 練 させ て い く こ とが 必 要 と され る。
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図 表 3 　 Kolb（1984 ）の 経 験 的学習 モ デ ル

r
具体的な経験

丶
鰻 念 の 奥 験　　　　　　　　　　　 観 察と省察

＼
＼ 。＿ 。 ノ

　」6nsson 　and 　Lukka （2007 ）は 、 介 入 主 義者研 究 に お け る学術 的 な 検討 プ ロ セ ス に お い て 、イ

ー ミ ッ ク （Emic ＞ と エ テ ィ ッ ク （Etic） 2 つ の 視 点 が 重要 で あ る と述 べ て い る。イ
ー

ミ ッ ク は

イ ン サ イ ダ
ー

の 視点 で あ り 、研 究 対象組 織 内 に 入 り込 み 、メ ン バ ーの
一

員 と して そ の 組 織 内 の

文 脈 の 中 で 実際 の 記 述や議論 を行 い 、新 しい 仕組 み に っ い て 議論 、構 築、実 践 す る こ と で あ る。

他 方 、エ テ ィ ッ ク は ア ウ トサイ ダ
ー

の 視 点 で あ り、学術 的 な研 究課題 や 分析 の フ レ
ーム ワ ー

ク

を明確 にす る こ と、ま た 、なぜ そ の よ うな仕組 み が 必 要 と され た の か 、な ぜ 機 能 した の か に つ

い て 考察 を行 い 、理 論 へ の 関連性 を考 察 す る こ と で ある。 Labro ，　and 　Tuomela （2003 ）の プ ロ セ

ス で は 、実 地 調 査 段 階で は イ
ー ミ ッ ク な 視点 が 重 要 で あ る が 、準備 段階 や理 論化段 階 に お い て

は エ テ ィ ッ ク な 視 点 が 重 要 とな る 。Kolb （1984 ）の 経験 的学 習 モ デ ル で は 、考 察 を行 い 抽象 的概

念 化 の プ ロ セ ス に お い て 、
エ テ ィ ッ ク な視点 が 重 要 とな る 。

　こ の よ うな 理 論 化 の プ ロ セ ス を重 視 し て も 、1．lewelyn （2003 ）に よ っ て 分 類 され て い る 比 較

的 高 次 の 理 論、た とえ ば 「新 制 度 派 理 論 」 の よ うな理 論 を 直接 導出 す る こ とは 難 し い か もし れ

な い 。し か し 、比 較 的 低 次 の 、た と え ば 「管理 会計 の 適 合 性 の 喪失 1回 復 亅 と い っ た 二 元 論 的 な

理 論 、「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ 」 と い っ た コ ン セ プ ト化 に は 貢献 で き る可 能 性 が ある 。 管 理 会 計研

究 に お い て は 、研 究 者 は 研 究 対 象組 織 を 構 成 す る 人 間 だ け で な く、業績 測定 尺 度 と い っ た メ ト

リク ス や 管理 手 法 、制 度 に 関心 を持 つ た め 、シ ス テ ム や 管 理 手 法に 関 わ る理 論化 や理 論 の 精緻

化 が 重 要で あ る 。 こ の 意味 で は 、構築 的 ア プ ロ ーチ に お い て 焦 点 が 当 て ら れ て い る 解 決 手 法 の

構 築 を 重視 す る こ とは 合 理 的 で あ り 、ま た 、理 論 化 の 観 点 で は 比 較的低 次 で あ っ て も コ ン セ プ

ト化す る こ とは 重 要 で あ る。澤邉 （2008 ）が 指 摘 す る よ う に 、制 度や 管 理 シ ス テ ム の 進 化に お

い て 、科 学知 （学 理 ）と実際 に お け る 臨 床 知 の 相 互 採 用 が 重要 で あ る な ら ば 、AR を行 う場合 、

単 に 研 究 対 象 と の 協 同 的実践 や組織 の 課 題 を解 決 す る だ け で は 十分 と は い えず 、エ テ ィ ッ ク の

視 点 に 立 ち戻 り、省 察 と 理 論 的 な 関 連 付 け を行 い 、比 較 的低次 で あ っ て も抽 象 的な理 論 化 を 目

指 す こ とが 重 要で あ ろ う。

4．2．量 的 分析 志 向 の AR

　AR は 、す で に 述 べ た 通 り 、 必 ず し も エ ス ノ グ ラ フ ィ
ー的な 研 究 プ ロ セ ス を採 用 す る 必 然性

は 無 い が 、比 較的長 期 間に わ た っ て 研 究対象組 織 と関 わ り 、 そ の 過 程 が 重要 で ある こ とか ら、

研 究 の 信頼性 、信 憑性 を 高 度 に維 持 す る こ と は ま ず 大 き な 課 題 とな る。

　第
一

に 調 査 資料 の 質 を高 め る こ とが 重 要で あ る 。 AR は 研 究 者 が 研 究対 象組 織に 介 入 す る こ

とが 特 徴で あ る た め、参 与観察 や ケ
ース ス タ デ ィ に 求 め ら れ る め と 同 様 、研 究 対 象組 織 の 妥 当

性 を 確 保 す る こ とや 、 目的や リス ク 、 調 査 プ ロ セ ス な ど を予 め 伝 え る イ ン フ ォ
ー ム ド コ ン セ ン

ト （informed 　consent ） な ど の 倫理 的 問 題 を 解 決 す る 必 要 が あ る （Bailey，2007 ，　pp ．17−20）。

そ し て 、果 た し て 研 究者は 実 際 に介 入 し た の か 、 ど の よ うに 、 ど の 範 囲 で 介入 し た の か を 明 か

に す る必 要 が あ る。準備 し な け れ ば な らな い デー タ の 種類 に 関す る厳 密 な基 準 は な い が 、研 究
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ー

チ の 意義 と課 題

者が 関与 した こ とを 明 らか にす るた め の トレ ーサ ビ リテ ィ （traceability） を 確保 す る た め に 、

少 な く と も研 究 の プ ロ セ ス を文 書 と し て 記 録 し て お く こ と が 求 め られ る （」6nson ，1999 ，　p．10 ）。

こ れ は 、理 論 に 貢 献す る こ と、す なわ ち、現 象 を よ り よ く理 解す るた め の 新 し い 議 論 、事 実 、

パ タ ー
ン や 関係 性 を説 得力 あ る 方法 で 示 す う え で も必 要 とな る （Miller，2007 ，　p ，182 ）。

　 第 二 は 、 トラ イ ア ン ギ ュ レーシ ョ ン （triangulation ） の 考 え 方 に基 づ き 、イ ン タ ビ ュ
ー

調 査

と 量 的 な 資料 調 査 の 組 み 合 わ せ や 複 数 の 分 析 フ レ ー ム ワ ー
ク の 使 用 を 検 討 す る こ と で あ る

（Bailey，　2007 ，　pp ．76−77）。
　 AR は 、実証主 義的 な手 法 と は異 な る もの で あ り、実証 主義的 な手

法 に お い て 求 め られる 外 部 妥 当性 を確 保 す る こ とは 本 質 的 に 難 し い （Greenwood　 and 　 Levin，

pp，66−76） 。 しか し 、管理 会 計研 究 に お い て 論理 実証 主義 的 な研究 が重 視 され て い る こ と を 考

慮 す る な らば、少 な くとも量的な手 法 を用い て 客観性 を高 め 、研 究 と して の 厳 密 性 を 高め る 努

力 を 行 う必 要 が ある 。Malina 　e 七 al （2011 ）は 、理 論 の 発 見や 構 築 に お い て 質的 な イ ン タ ビ ュ
ー

調 査 が有意義 で ある こ と を認 め つ つ も 、研 究 の 厳 密性 を 高 め る た め に は 、半構 造化質 問票 を用

い た コ
ー

ド化 、財務 ・非財務指 標 等 の ア ー
カイ バ ル デ

ー
タ を 用 い た 量 的分析 を とる べ きと し て

い る。AR は 、研 究者 が 研 究対象組 織 に 深 く関与す る こ とで 実務 に 改 善や 改革 を もた ら し、学

術 的 に も成果 を得 る こ とに 意義 が あ る こ とを 考慮 す れ ば 、AR の プ ロ セ ス で 得 る こ とが で きる

量 的デ ータ を収集す る こ と で 、ア ク シ ョ ン 自体 に 効果 が あ っ た ど うか を 検 証 す る こ と は 重 要で

あ る 。 と くに 事後 的 な非財 務指標 の 変化 な ど量 的な効 果 測 定 は 、AR の 研 究 方 法 と し て の 厳 密

性 を高 め る た め に 積極 的 に 取 り組む べ き で あ ろ う （Davison　et　al．
，
2012） 。

　 こ の よ うな分析 は 、Labro 　and 　Tuo 皿 ela （2003 ）が 説 明 し て い る 「実 地 調査 段 階」 に お い て 、

解決 手 法 を 実 務に 導入 し機能す る か テ ス トす る こ とや 、「理 論 化段 階」 に お い て 解決 手 法 の 適 用

範 囲 を 考察す る うえ で 重要 に な る 。 分析 手 法 として は 、非財 務指 標 や 意 識 な ど の 経 時 的 変化 を

測 定 す る方 法 もあ る が 、新 し い 仕組 み の 導入 や変 革 の 対 象 を 限 定 し、非 導入 （非対 象 ） の 群 と

合 わ せ て 測 定 す る こ とが 可 能 で あ れ ば 、実 験 研 究 を 取 り入 れ る こ とが 可 能 なる 。田 口 （2003 ）

は 、実験 研 究 を 経済 実 験 と心 理 実 験 に 分 け 、 管理 会 計研 究 と心 理 実験 と の 関連 性 の 高 さ と 、実

験 デザ イ ン と し て は 実践的 な フ ィ
ー

ル ド実 験 が 有 用 で あ る こ と を指摘 し て い るが 、AR に お け

る 理 論 化 の プ ロ セ ス に フ ィ
ー

ル ド実 験 を 取 り入 れ る こ と が で きれ ば、AR の 内的 妥 当性 を 高 め 、

研 究手 法 と し て の 厳密性 を高 め る こ と が 可 能 で あ ろ う。

5． お わ りに

　 Johnson 　and 　Kaplan ．（1988 ） 以 降 、フ ィ
ー

ル ドリサ ーチ に 対す る関 心 が 高 ま り、Kaplan

（1998 ）に よ っ て AR に 対す る関 心 が 高 ま っ た 。 しか し現 在 で は 、研 究者 に と っ て AR は 、成

果 を 生 み 出す うえ で の リス ク が 高 く、仮 に 研 究対 象組 織 か ら感 謝 され 実 務 に 貢 献す る こ とが で

き て も 、必 ず し も学 術 的 に 高 い 評 価 を 受 け る こ と が で き な い 研 究手法 とな っ て い る 。 た だ し 、

管理 会計 研 究 が 実 務 と密 接 に 関連 す る 学 問で あ り、理 論 と実 際 と の 相 互 作用 に お い て 制度や 管

理 シ ス テ ム の 進 化 を は か る こ とが 重 要 で あ る こ と を 考慮 す れ ば 、
AR は有 意義 な 研 究 方 法 で あ

る と い え る。そ し て 、論 理 実証 主 義 的 な研 究 が 重 視 され る 中に あ っ て 、い か に 学 術 的 に評 価 さ

れ る か 考 え な け れ ば な らな い
。

　AR の 発展 形 態 の
一

つ で あ る 構築 的ア プ ロ
ー

チ で は 、理 論化 、す な わ ち 抽象 概念化 の プ ロ セ

ス が 重 要 で あ る と さ れ 、研 究 者 は イ ー ミ ッ ク の モ
ー

ドか らエ テ ィ ッ ク な モ
ー

ドに戻 る 必 要 が あ

る と い う点 は 、AR を 用 い た 管理 会 計研 究 の 理 論 的貢 献 を 高 め る うえ で 重要 な指摘 で ある。 ま

た 、AR は 論 理 実 証 主 義 的 な 手 法 と対 立 的な と らえ方 を され て きた 経緯 も あ るが 、研 究 の 厳 密
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性 を高 め る トライ ア ン ギ ュ レ
ー

シ ョ ン の 立 場 に 立 ち、量的 な 検 証 手 続 き を積 極 的 に 取 り入 れ て

い く べ きで あ る 。 そ の 意 味で は 、少 な く と も 内 的 妥 当 性 を 高 め る 必 要 が あ り、 フ ィ
ール ド 実 験

の よ うな 量 的 な 研 究手 法 と組 み 合 わ せ る こ と が 今 後 重 要 に な ろ う 。

脚 注
　1． Shein （2008 ）は 、研 究者 、ク ラ イ ア ン トが 共 に 深 く 関 与す る 手法 と し て プ ロ セ ス コ ン サ ル テ

ー
シ ョ

　　　ン （臨床 的調 査 ） と AR の 2 つ を 区別 し て い る。ク ラ イ ア ン トが 抱 え て い る 問 題 と解 決 法 が 明確

　　　で な い 場 合 に 、研究者 （コ ン サ ル タ ン ト〉 が 行 うプ U セ ス コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン は 、ク ラ イ ア ン ト

　　　自身 がそ の 状況 に つ い て ど うす る べ き か に つ い て 、ク ラ イ ア ン ト 自身 が 主 体 的 に 考 え 出 し、研 究

　　 者 は あ くま で も そ れ を 援 助 す る だ け で あ る。AR に お い て は 解 決 法 を 考 え 出 し 実行 す る 主 導性 に つ

　　　い て 研 究者 の 果 た す役 割 が 強 い と い う 点 で 、AR と プ ロ セ ス コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン を 区別 す る こ と が

　　　で き る （Shein　1999 訳 書 p ．27）。
　2． Ferreira 　and 　Merchant （1992 ）は 、管 理 会計 に お け る フ ィ

ー
ル ドス タ デ ィ の 概 念 は 多様 で あ る と し

　　　た うえ で 、次 の よ うな 特 徴 を も つ と説 明 し て い る 。  研 究 者 は 直接 、そ し て 深 く 研 究 対 象 組 織 の

　　　関 係者 と 接 触 を は か り、イ ン タ ビ ュ
ー

や直接 的 な 観察 か ら 主 た る 研 究デ
ータ を 得 る 。   研 究 は 研

　　　究者 に よ っ て 人 為的 に 作 ら れ た 状態 で は な く 、実 際 の 業 務 や プ ロ セ ス に 焦 点 を 当 て る。  研 究 デ

　　　ザ イ ン は 最 初 か ら 完 全 に 構 造 化 され て い る わ け で は な く 、観 察 に し た が っ て 明 ら か に な っ て い く。

　　   提 示 され る デ
ータ に は 、企 業 の コ ン テ ク ス トや 実 務 の 比 較 的 詳 細な記 述 が 含ま れ る 。   調 査結

　 　 果 は 学術 雑誌 に 著 さ れ る 。
　3．　ケ ース ス タ デ ィ は 、研 究 対 象 が 1 つ に 限 定 され る と い う点 で フ ィ

ー
ル ド ス タデ ィ と は 区 別 さ れ る

　　　が 、区 別 され な い 場 合 も あ る （Birnberg　et 　al ．1990 ） 。
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