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戸島 貴代志 言葉と身体 TOSHIMA Kiyoshi Language and Body pp. 1–33

小笠原 史樹 震災下の天罰論と天罰論批判 OGASAWARA Fumiki

The Theory of Divine Punishment and its

Criticism in the Great Kanto Earthquake and the

Great East Japan Earthquake

pp. 34–53

信太 光郎

方法的思考と無の思考──齋藤元紀著

『存在の解釈学──ハイデガー『存在

と時間』の構造・転回・反復』に寄せ

て

SHIDA Mitsuo

Methodisches Denken und das Denken des

Nichts. Zu Motoki Saitos „Hermeneutik des

Seins“

pp. 54–70

池田 喬

ハイデガーと倫理学をすることはいか

に可能か？──齋藤元紀著『存在の解

釈学──ハイデガー『存在と時間』の

構造・転回・反復』へのコメント

IKEDA Takashi

Wie kann man mit Heidegger ethisch Denken?:

Ein Kommentar zu Motoki Saitos „Hermeneutik

des Seins: Struktur, Kehre und Wiederholung

von Martin Heideggers“

pp. 71–85

山下 哲朗

意味の充実と産出をめぐる解釈学的思

考──齋藤元紀著『存在の解釈学──

ハイデガー『存在と時間』の構造・転

回・反復』への書評

YAMASHITA Tetsuro
Das hermeneutische Denken um die Erfüllung

und Erzeugung des Sinnes
pp. 86–106

齋藤 元紀 応答すること、反復すること SAITO Motoki
Erwiderung und Wiederholung: Antworten auf

Kommentare zu „Hermeneutik des Seins“
pp. 107–129

原 塑

存在論的カテゴリーとしての道具・事

物・現存在〜池田喬『ハイデガー　存

在と行為：『存在と時間』の解釈と展

開』（2011年、創文社）を読む〜

HARA Saku
Zuhandenes, Vorhandenes und Dasein als die

ontologischen Kategorien
pp. 130–149
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池田 喬
哲学は何をするのか──考察方法をめ

ぐる原塑氏との対話
IKEDA Takashi

Über die philosophischen Methoden: Ein Dialog

mit Herrn Saku Hara
pp. 150–170

吉田 正俊 盲視の神経現象学を目指して YOSHIDA Masatoshi Toward Neurophenomenology of Blindsight pp. 171–188

植村 玄輝 超越論的現象学の自然化？ UEMURA Genki Naturalizing Transcendental Phenomenology? pp. 189–210

宮原 克典
〈見えにくさ〉の現象学：エナクティ

ヴな知覚の科学に向けて
MIYAHARA Katsunori

Phenomenology of suboptimal seeing: Towards

an enactive unification of the sciences of

perception

pp. 211–232

富山 豊
「数学的直観」概念の眼目とフッサー

ルの「直観」概念
TOMOYAMA Yutaka

The Point of „Mathematical Intuition“ and

Husserl’s Concept of Intuition
pp. 233–251

越後 正俊
数学的直観について──鈴木俊洋著

『数学の現象学』をめぐって
ECHIGO Masatoshi

On Mathematical Intuition: Some Remarks on

Toshihiro Suzuki’s Phenomenology of

Mathematics

pp. 252–264

スヴェン・ウヴェ・

ハンソン（村山達也

訳）

安全のための三つのツール
Sven Ove Hansson (Tr.

by MURAYAMA Tatsuya)
Three Tools for Safety pp. 265–284

菅原 潤

記憶のエンターテインメント化は避け

られないのか──古市憲寿『誰も戦争

を教えてくれなかった』と東浩紀編

『福島第一原発観光地化計画』を読む

SUGAWARA Jun
Is not it inevitable to be amused at memories of

the History?
pp. 285–301

荻原 理

中畑正志『魂の変容──心的基礎概念

の歴史的構成』（岩波書店、2011

年）第III章「〈感情〉の理論、理論

としての〈感情〉」へのコメント

OGIHARA Satoshi
Comments on Chapter 3 of Masashi Nakahata, 

Transformation of the Soul
pp. 302–311
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戸島 貴代志
計算的思惟 ── マルセルとハイデ

ガー ──
TOSHIMA Kiyoshi Rechnung — Marcel und Heidegger — pp. 1–18

葛谷 潤
「ノエマ論争」の泥沼から抜け出すた

めに
KUZUYA Jun

Not to Be Bogged Down in the Debate over the

Noema
pp. 19–38

富山 豊
志向性と真理：作用が対象についての

ものであるとはいかなることか
TOMIYAMA Yutaka

Intentionality and Truth: What Makes an Object

the Object of a Particular Act
pp. 39–60

梶尾 悠史 知覚のなかの解釈 KAJIO Yushi Interpretation in Perception pp. 61–79

植村 玄輝

フッサールと〈哲学者たちの楽園〉─

─佐藤駿『フッサールにおける超越論

的現象学と世界経験の哲学』第四章に

寄せて

UEMURA Genki Husserl and the “Philosophers’ Paradise” pp. 80–100

國領 佳樹

区別不可能性と包括的幻覚──『フッ

サールにおける超越論的現象学と世界

経験の哲学』を手がかりにして

KOKURYO Yoshiki
Indiscriminability and Comprehensive

Hallucination in Husserl’s Phenomenology
pp. 101–115

佐藤 駿
志向的空間における経験と現実──植

村と國領に応えて
SATO Shun

Reality and Experience in Intentional Space —

Responses to Uemura and Kokuryo
pp. 115–135

パウル・ツィッヒェ

（嶺岸佑亮訳）

1800年頃のロマン主義，実在論及び

観念論

Paul Ziche (tr. by

MINEGISHI Yusuke)
Romantik, Realismus und Idealismus um 1800 pp. 136–168

矢口 正史

「美感的判断力の批判」における「道

徳的観点への移行」──反省的判断力

に基づく比較

YAGUCHI Masafumi

„Übergang zum Gesichtspunkt des moralisches

Gesetz“ in „Kritik der ästhetischen Urteilskraft

“—Vergleichung, die auf der reflektierenden

Urteilskraft beruht

pp. 169–193
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戸島貴代志 沈黙と記述 TOSHIMA Kiyoshi A Description in Silence pp.1-17

二瓶真理子
情報量の巨大化と情報の質へのアプ

ローチ：現状と課題
NIHEI Mariko

Trends and Issues about Increasing the Data

Volume and an Approach for Information

Quality

18-33

池田準
フロリディの「情報倫理」における自

律性と責任
IKEDA Hitoshi

Autonomu and Responsibility in Florid's

"Information Ethics"
34-53

嶺岸祐亮
自己知の本質とその射程についてー近

代的主体性概念の再考
MINEGISHI Yusuke

Über das Wesen und den Tragweite der

Selbstwissensーnochmals von dem

neuzeitlichen Gedenken der Subjektivität

54-71

SINOZAWA

Kazuhisa

Die analogische Aufklärung der

Akrasia  in der Nicomachischen

EthikーEin anfänglicher Überblick

auf das ethisch-politische Subjekt

bei Aristoteles

(1-22)
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戸島貴代志 存在と思惟−モンテーニュの場合 TOSHIMA Kiyoshi Being and Thinking-The Case of MONTAIGNE pp.1-26

嶺岸祐亮

真実の生の追求としての哲学−人間的

生の完成についてのソロン的理解とド

イツ古典哲学における変容

MINEGISHI Yusuke

Philosophie als Suche nach dem wahrhaftigen

Leben. Das Solonische Verständnis über die

Vollendung des menschlichen Leben und dessen

Verklärung in der klassischen deutschen

Philosophie

27-47

梶尾悠史
価値と言語−道徳教育における「価値

の明確化」の意義
KAJIO Yushi

Values and Language: A Study on the

Significance of "Values-Clarification" in Moral

Education

48-71

小原拓磨

哲学的人間学の新たな方向性の探求−

シェーラーにおける形而上学的二元論

と発生の問題

OBARA Takuma

A Research fo rthe Possibilities of the

Philosophical Anthropology: the Metaphysical

Dualism in Max Scheler and Its Genetic Problem

72-89

野家伸也 近代の宿命と知識人−二つの原型 NOE Sinya
The Fate of Modernity and Intellectuals: Two

Prototypes
90-101
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三重野清顕

書評：増山浩人『カントの世界論ーバ

ウムガルテンとヒュームに対する応

答』（北海道大学出版界、2015年）

MIENO Kiyoaki Rezension: Kant's Cosmology p.1-12

佐藤恒徳
世界論とは何かー増山浩人『カントの

世界論』合評会の質疑から
SATO Tsunenori

Was ist Kosmologie? Kant und die traditionelle

Metaphysik der Welt
13-24

檜垣良成 influxus physicusをめぐって HIGAKI Yoshishige Die Frage über den influxus physicus 25-39

増山浩人
『カントの世界論』を読み直す−三重

野・佐藤・檜垣への応答
MASUYAMA Hiroto

Rereading Kant's Cosmology : Replies to Mieno,

Sato, Higaki
40-60

小原拓磨 共食の倫理ーデリダにおける歓待の法 OBARA Takuma
L'éthique de manger ensemble: une loi de

l'hospitalité chez Derrida
61-78

戸田聡一郎・松田三

郎

無反応性覚醒症候群：PVS診断名の変

遷が生んだ軋轢とその解放

TODA Soichiro,

MATSUDA Saburo

Unresponsive Wakefulness Syndrome: the

friction derived from the changes of diagnostic

name of PVS and its clinical implications

79-104

野家伸也 研究倫理の根底にあるもの NOE Sinya The Foundation of Research Ethics 105-118

嶺岸祐亮
プラトニズムの系譜における哲学と生

の間ー認識を通じて認識を超えて
MINEGISHi Yusuke

Zwischen Philosophie und Leben in der Reihe

des Platonismus−Durch die Erkenntnis und über

die Erkenntnis

119-140

菅原潤 進化するファシリテーター SUGAWARA Jun
Thinking about the Ways for Facilitating

Interactive Group Work
141-163

澤田義文
書評 ヘンリー・E・アリソン『カント

の自由論』
SAWADA Yoshifumi

Review: Henry E. Allison: Kant's Theory of

Freedom
164-172
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木田 直人 
感情の出現―マルブランシュにおける
身体に起源をもたぬ情念について 

KIDA Naoto 
L’apprition du «sentiment» - de la passion 
qui n’est pas enracinée dans le corps chez 
Malebranche 

pp. 1-23 

大森 史博 
軸と蝶番―メルロ＝ポンティの内部存
在論を再考するために 

OHMORI Fumihiro 
Pivot et charnière-pour reprendre l’endo-
ontologie de Merleau-Ponty 

pp. 24-38 

野家 伸也 戦争と科学者の倫理 NOÉ Shinya War and Science Ethics pp. 39-60 

横地 徳広 
一と多の問題―ハイデガーからアレント
へ？ 

YOKOCHI Norihiro 
Die Frage nach dem Einen und dem Vielen: 
von Heidegger zu Arendt? 

pp. 61-78 

早川 駿介 

書評：Peter König, “Teleologie 
und Geschichte bei Wilhelm 
Windelband“ In Peter König, 
Oliver Schlaudt (Hrsg.):Wilhelm 
Windelband [1848-1915] 

HAYAKAWA Syunsuke 

Reviews: Peter König, “Teleologie und 
Geschichte bei Wilhelm Windelband“ In 
Peter König, Oliver Schlaudt (Hrsg.):Wilhelm 
Windelband [1848-1915] 

pp. 79-88 

頼住 光子 
道元の思想構造―『正法眼蔵』「現
成公案」巻冒頭の二文の解釈をめぐって
― 

YORIZUMI Mitsuko 
A Structure of Dogen‘s Thought: A 
Commentary on the Opening Two Sentences 
of Shobogenzo Genjo-koan 

pp. (1)-(8) 

Gereon Kopf 
“The Origin of the Way: the 
What, the Why, and the How of 
Dōgen Philosophy” 

KOPF Gereon 
The Origin of the Way: the What, the Why, 
and the How of Dōgen Philosophy 

pp. (9)-(20) 

Chiara Robbiano 

RELATING FREELY “Beingtime 
always has flowers and fruits” 
(Kūge) 自由な関係づけ有時かならず
花果あるなり 

ROBBIANO Chiara 
RELATING FREELY “Beingtime always has 
flowers and fruits” (Kūge) 

pp. (21)-
(30) 
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エンリコ・フォンガロ 道元の思想とはどのような哲学か FONGARO Enrico 
Which Kind of “philosophy” is Dogen‘s 
“thought”? 

pp. (31)-
(33) 

Aldo TOLLINI 
The quest for the Absolute: 
Dōgen and European mystics 

TOLLINI Aldo 
The quest for the Absolute: Dōgen and 
European mystics 

pp. (34)-
(46) 

Katsumori 
Makoto 

Deconstruction and the Critique 
of Science 

KATSUMORI Makoto Deconstruction and the Critique of Science 
pp. (47)-
(73) 
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菅原 宏道 人格の構成要素にみるヒュームの道徳論 SUGAWARA Hiromichi 
Hume’s Theory of Morals in terms of 
Personal Components 

pp. 1-19 

山本 史華 
死の前倒しに先立って考察すべきこと 
脳死と安楽死に関わる日本的エートスを
めぐって 

YAMAMOTO Fumika 

Some Matters to Consider Before 
Introducing Euthanasia to Japan 
On Japanese Ethos Related to Brain Death 
and Euthanasia 

pp. 21-43 

出岡 宏 日本の思想・芸能における死生観 IZUOKA Hiroshi 
Views of Life and Death in Japanese Thought 
and Traditional Performing Arts 

pp. 45-64 

木原 志乃 
古代ギリシア哲学・医学思想における安
楽死と脳死：魂とよき死の決定について 

KIHARA Shino 
Euthanasia and Brain Death in Ancient Greek 
Philosophy and Medicine 

pp. 65-90 

G.R.F. フェラーリ
（川島 彬訳） 

プラトンの作家的ユートピアニズム 
G.R.F. Ferrari (Tr. by 
KAWASHIMA Akira) 

Plato’s Writerly Utopianism pp. 91-115 

 

 


