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要約 
本稿は近年注目されつつある自己エスノグラフィの手法を発展させ，対話的に実践した試みを紹介し，その有用

性と意義を検討することを目的としている。自己エスノグラフィとは，自分自身の経験を探求し，自身の意識の

ありようや文化について明らかにしていく質的研究のひとつの方法である。従来は研究者本人による想起的な記

述がその手法として広く知れ渡っていたが，筆者は対話者を設定して，障害を抱える妹との関係を中心としたラ

イフストーリーを語り，それに対して継続して共同的に分析・解釈を行なうことを試みた。従来の自己エスノグ

ラフィについては，データの信頼性の問題，物語としての読みやすさやわかりやすさの欠落，分析よりも自己語

りへの過度な依存，そして他者との相互的なつながりが見えにくい点が批判されてきた。また，自己を客観視す

ることの困難さ，自己探究に伴う精神的苦痛への対応の問題も研究の実践において指摘されてきた。それに対し

て対話的な自己エスノグラフィはそういった批判に応えた上で，さらには他者の介在により新たな視点が生まれ，

研究の拡がりが増す等の有用性があると考えられた。最後にこの方法を施行する上での留意点として，対話者の

資質，研究者と対話者の関係性についても考察を行なった。 
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Title 
Dialogical Autoethnography: Applying a New Method of Qualitative Research Through In-depth Conversation 
 
Abstract 
Autoethnography is a genre of qualitative research that reveals multiple layers of consciousness, connecting the 
personal to the cultural.  This paper describes the use of dialogical autoethnography as a method and considers its 
usefulness and significance.  Autoethnography is usually carried out by a researcher recalling the past and recording 
these recollections himself/herself.  In this study, the author first narrated her life story to a co-researcher, focusing on 
her relationship with her sister who has a disability.  The interpretation and analysis of the text was then carried out 
collaboratively with the co-researcher.  Critics of traditional autoethnography have questioned the reliability of the 
data obtained using this method and the lack of objectiveness of the narrated story.  They note its strong emphasis on 
the self-narrative rather than on analysis of data and argue that it obscures connections between the researcher and 
others.  Dialogical autoethnography aims to respond to such criticisms and present new perspectives through the use 
of a co-researcher.  The traits of the co-researcher and the relationship between the researcher and co-researcher are 
also discussed. 
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