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要約 
やまだ（2001）は，芸術作品やインタビューの語りをテクストとして用い，死に直面した人が天気へ言及する可

能性を検討し，3 つの仮説を提出した。本研究の第一の目的は，それらの仮説を継承し考察を深化させることで

あった。（A）新視点の導入：語り手の視点に立ち，天気に言及した当人はどのような心理状況で，何をどのよう

に感じ取ったために，天気に言及したかを分析することとした。（B）10 テクストを用いて，先行仮説を検討した

結果，次の 3 つの修正仮説が提出された。仮説  「親しい他者や自己の死に直面した際，『うつくしい・あかる

い・晴れやかな』生のエネルギーを感じさせる『自然・天気・季節』の語りが現れることがある」。仮説  「親

しい他者や自己の死に直面した時，感受性が高まり，死とは対照的な『自然現象のうつくしさ・あかるさ・晴れ

やかさ』を敏感に感じ取り，『自然・天気・季節』に関連づけてそれらに言及されることがある」。仮説  「語り

手の視点に立ちつつ，生死の境界における語りの組織的分析を行うことは，日常生活の心理学的現実を生きたか

たちで探究する方法として有効である」。（C）先行研究（やまだ，2001）の 4 つのテクストを用いて，それらの

修正仮説の妥当性を確認し，（D）修正仮説をまとめ，（E）今後の研究の方向性を示唆した。最後に，本研究の論

理構造（上記の（A）～（E））自体を仮説継承型ライフストーリー研究の一つのモデルとして提案した。 
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Title 
The narrative of nature, weather, and season in face of death: a model of the life story research to succeed
previous hypotheses. 
 
Abstract 
The present study reexamined the hypothesis which had been established by Yamada (2001), and modified it by
analyzing 14 texts. The hypothesis was modified as follows: Those who face the death of significant others or
themselves tend to mention the beautiful and bright nature because they become sensitive to it in the point that it is
contrasted with the death. Additionally, this study proposed a new framework named "hypothesis-succeeding" which
can not only test previous hypotheses but also develop them, instead of using the conventional "hypothesis-testing"
framework. It was suggested that the logical structure of this paper could be a model of life story research to succeed
previous hypotheses. 
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