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要約 
本論文は，質的な心理学研究において「インターローカリティ」の概念が果たす役割について検討したものであ

る。これまで心理学などにおける質的研究の多くは，特定のフィールドをクローズアップし，それに関する厚い

記述を志向してきた。同時に，それを方法論的に正当化するための努力もなされてきた。他方で，このアプロー

チは，知見の普遍性を重要視する研究者から，その欠落をきびしく批判されてもきた。この批判を克服するため

の有力な方途の一つとして，本論文では，「インターローカリティ」の概念を提起した。具体的には，これまで国

外を含む異なる文化的背景のフィールドに滞在し人びとの語りに耳を傾けてきた第 1 筆者と，内外の被災地でア

クションリサーチを展開してきた第 2 筆者が，それぞれ別個の現場（ローカリティ）にこだわりつつも，その観

点を相互に交わしあうこと，すなわち，複数の現場をインターローカルに架橋するために書簡を交わしあうこと

を通して，インターローカリティの概念について検討を加えた。この往復書簡という論文形式は，インターロー

カリティという本論文のメインテーマにふさわしい記述形式として，筆者たちによって意図的に選びとられた。

こうした形式の論文は，ほとんど前例がなく，それが本論文の記述スタイル上の大きな特徴となっている。 
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Title 
Consideration of “Inter-locality” Using an Epistolary Style 
 
Abstract 
This paper examines the potential usefulness for qualitative psychological research of concepts of "inter-locality".
Traditionally, qualitative research has focused on particular substantive domains in order to provide detailed
descriptions with regard to phenomena of interest.  However, qualitative research has often been criticized because the
results of such studies have limited generalizability.  We proposed the concept of "inter-locality" as a response to this
critical view.  More specifically, the first author brought experience of conducting fieldwork in different cultures and
countries, and the second author brought experience in conducting numerous studies on interventions designed to
mitigate the traumatic impact of disasters to this joint examination of the potential usefulness of "inter-locality".  This
examination developed from a reciprocal effort to bridge the gaps separating many circumscribed research domains
through the sharing of previously localized findings and concepts among such domains.  The paper was written in an
epistolary style, in which the personal letters exchanged by the authors are intended to embody the descriptive style
suitable for an examination of "inter-locality". 
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