
■ 第11号（1978年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

滝浦　静雄 超越論的現象学の成立 S. Takiura
Die Entstehung der transzendentalen Phä

nomenologie Husserls
pp.1-17

西川　茂
主体と超越 --ヘ-ゲル・フランクフル

ト期への一視点
S. Nishikawa

Subjekt und Transzendenz  --ein Gesichtspunkt

zu Hegels Frankfureter Zeit
pp.18-36

門倉　正美
ヘ-ゲルの命題形式批判 --「思弁的命

題」論を中心として
M. Kadokura

Hegels Kritik der Satzform  --eine Studie zum

"spekulativen Satz" bei Hegel
pp.37-57

山崎　純
青年ヘ-ゲルにおける共和主義と「カ

ント主義」
J. Yamazaki

Republikanismus und "Kantianismus" bei dem

jungen Hegel
pp.58-77

伊坂　青司
ヘ-ゲルの<疎外>概念 --<外化>との

関連において
S. Isaka

Der Begriff der "entfremdung" bei Hegel  --In

Bezug auf den Begriff der "Entäußerung"
pp.78-97

小熊　正久
フッサールにおける意味のイデア性と

客観化行為の目的論
M. Oguma

Die Idealität der Bedeutung und die Teleologie

der objektivierenden Handlung bei E. Husserl
pp.98-114



■ 第12号（1979年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

滝浦　静雄 「因果律」断章 S. Takiura
Les observations fragmentaires sur le principe

de causalité
pp.1-19

我妻　和博

『ソピステス』篇における有と非有の

問題 --「あらぬものがある」をめ

ぐって

K. Wagatsuma

The Problem of TO ON and TO ME ON in Plato's

"Sophist"  --A Consideration about "TO ME ON

EINAI"

pp.20-38

坊城　明文
批判, 反省, ニヒリズム  --ヘーゲル初

期論理学の成立過程をめぐって
A. Bohjoh

Kritik, Reflexion und Nihilismus  --In Bezug auf

den Entstehungsprozeß der Hegels frühen Logik
pp.39-59

佐々木　俊三 ヘーゲルにおける意識と真理概念 S. Sasaki
Das Bewußtsein und der Wahrheitsbegriff bei

Hegel
pp.60-79

小熊　正久
フッセルにおける直観と総合について

 --真理の理論としての現象学
M. Oguma

Über Anschauung und Synthesis bei Husserl  --

Phänomenologie als Wahrheitstheorie
pp.80-98

後藤　嘉也
ハイデガーにおける存在者の存在の人

間化
Y. Gotoh

Die Vermenschung des Seins des Seienden bei

Heidegger
pp.99-118

加藤　尚武(訳・解

説)

翻訳　ヘ-ゲル『自然法講義草稿』

(1802-1805)
H. Katoh

Hegels Vorlesungsmanuskripte über

Naturrecht(übersetzung)
pp.119-135



■ 第13号（1980年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

柏原　啓一
ハイデガ-の<転回>について --キル

ケゴ-ルを顧慮しつつ
K. Kashiwabara

über die >Kehre< Heideggers  --In Rücksicht

auf Kierkegaard
pp.1-20

篠　憲二 現前と意味 K. Shino Le sens et la présence pp.21-40

坊城　明文

敢えて問う,「最高の共同体は最高の

自由」か --フィヒテの共同体構想と

ヘ-ゲルの批判

A. Bohjoh

Was Bedeutet "Die höchste Gemeinschaft ist die

höchste Freiheit" ?  --Hegels Kritik an Fichtes

Konzeption von Gemeinschaft

pp.41-60

栗原　隆
懐疑と否定 --ヘーゲル『懐疑論論

文』の研究
T. Kurihara

Skepsis und Negieren  --Eine Studie zu Hegels

》Skeptizismus-Aufsatz《
pp.61-79

後藤　嘉也
ハイデガーにおける哲学の理念 --存

在・実存・現象学
Y. Gotoh

Idee der Philosophie bei Heidegger  --Sein,

Existenz und Phänomenologie
pp.80-99

砂原　陽一 メルロ=ポンティの存在論 Y. Sunahara L'ontologie de Merleau-Ponty pp.100-118

野家　伸也 言語と数 S. Noe Language and Number pp.119-133

-
『思索』会員著訳書・論文目録(昭和

五四年一月-五五年六月刊行・発表分)
- - pp.134-137



■ 第14号（1981年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

成田　常雄

フッセルの構成=代表象説 --『論理学

研究』における「在る・見る・知る」

について

T. Narita Konstitution und Repräsentation bei Hesserl pp.1-20

篠　憲二 記号と代現前化 K. Shino Le signe et la représentation pp.21-40

栗原　隆
無化と構成 --ヘ-ゲル『信と知』への

一考察
T. Kurihara

Vernichtung und Konstruktion  --Eine Studie zu

Hegels 》Glaubenn und Wissen《
pp.41-60

田村　恭一
キルケゴ-ルにおけるイデア的なもの

の主体化をめぐって
K. Tamura

über die Subjektivierung des Idealen bei

Kierkegaard
pp.61-81

野家　伸也
生きられる無限 --フッセルの地平概

念についての考察
S. Noe

Die erlebte Unendlichkeit  --Eine Betrachtung ü

ber den Horizontbegriff Husserls
pp.82-98

門倉　正美

<書評>加藤尚武『ヘ-ゲル哲学の形成

と原理』 --「承認」の不在と関係の

存在論

M. Kadokura

Book Review; Hisatake Kato, 》Gestaltung und

Grundsätze der Hegelschen Philosophie《  --

Abwesenheit der Anerkennung und Ontologie

der Beziehung

pp.99-104

-
『思索』会員著訳書・論文目録(昭和

五五年七月-五六年六月刊行・発表分)
- - pp.105-108



■ 第15号（1982年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

岩田　靖夫 アリストテレス倫理学の基本原理 Y. Iwata The fundamental principle of Aristotle's ethics pp.1-35

村上　保壽 ルソ-の内的世界と合理性 Y. Murakami
Le monde intérieur de J.-J. Rousseau et la

rationalité
pp.37-56

我妻　和博
『国家』篇におけるギリシア神話の神

観念批判の意図について
K. Wagatsuma

über die Absicht von der Kritik der

mythologischen Gottesidee im Platons "Staat"
pp.57-73

小松　恵一 道徳法則と自由 K. Komatsu Das moralische Gesetz und Freiheit pp.75-94

新明　薫
自由の理念と時間 --ヘ-ゲルの歴史哲

学
K. Shinmei

Die Idee der Freiheit und Die Zeit  --Hegels

Geschichtsphilosophie
pp.95-114

盛永　審一郎
私と他者 --ヤスパ-スの実存的交わり

に即して
S. Morinaga

Ich und Der Andere  --In Bezug auf die

existentielle Kommunikation bei Karl Jaspers
pp.115-134

伊藤　春樹 <指示の因果説>の身分について H. Ito On the Causal Theory of Reference pp.135-153

鈴木　崇夫

<書評>G.バ-ドの『カントの認識

論』(G.Bird:Kant's Theory of

Knowledge,The Humanities

p.,1962)をめぐって --カテゴリ- の

「身分と力」

T. Suzuki

Book Review; G. Bird, Kant's Theory of

Knowledge  --The Status and Force of

Categories

pp.155-163

-
『思索』会員著訳書・論文目録(昭和

五六年七月-五七年六月刊行・発表分)
- - pp.165-168



■ 第16号（1983年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

滝浦　静雄
L.ウィトゲンシュタインにおける「文

法」の概念
S. Takiura

Le concept de la 《grammaire》 dans la

philosophie de L. Wittgenstein
pp.1-14

石川　文康 権利問題の再構成 F. Ishikawa Die Rekonstruktion der Frage: quid juris pp.15-36

篠澤　和久
様相概念の把握 --アリストテレスの

場合
K. Shinozawa Aristotle on Modality pp.37-57

吉野　譲二
区別と実体 --デカルトにおける物体

的実体の数多性について
J. Yoshino

La distinction et la substance  --La pluralité des

substances corporelles chez Descartes
pp.58-77

鈴木　崇夫
無限判断と汎通的規定の原則 --理論

理性と実践理性との切り結び
T. Suzuki

Das unendliche Urteil und der Grundsatz

derdurchgängigen Bestimmung aller Dinge  --

Die Begrenzung der theoretischen Vernunft an

die praktische Vernunft

pp.78-98

池尾　恭一
カントの<自由のカテゴリ->と実践的

認識
K. Ikeo

Kants Kategorien der Freiheit und die praktische

Erkenntnis
pp.99-118

栗原　隆
犠牲と承認 --ヘ-ゲルの人倫的共同論

とその破綻
T. Kurihara

Aufopferung und Anerkennung  --Hegels Lehre

von der sittlichen Gemeinschaft und ihr

Scheitern

pp.119-138

新明　薫
ベルクソンとハイデガ --「時間の空

間化」をめぐって
K. Shinmei

Bergson und Heidegger  --über die Verrä

umlichung der Zeit
pp.139-158

-
『思索』会員著訳書・論文目録(昭和

五七年七月-五八年六月刊行・発表分)
- -

pp.158-

pp.162



■ 第17号（1984年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

-
亀井裕先生略歴・研究歴(亀井裕先生

御退官記念号)
- - 巻頭

村上　保壽 ルソ-の内的世界と憐れみの感情 Y. Murakami
Le monde intérieur et la pitié dans J.-J.

Rousseau
pp.1-20

山本　達
『実践理性批判』における最高善の問

題 
T. Yamamoto

Das Problem des höchsten Gutes in "Kritik der

praktischen Vernunft"
pp.21-42

安西　和博 一人称の背理 K. Anzai Paradox of the First Person pp.43-59

篠澤　和久 生成・消滅と様相概念 K. Shinozawa Generation-Corruption and Modality pp.60-79

吉野　譲二

物体的実体の認識構造 --デカルト

『省察』における「実在的区別」の二

つの機能

J. Yoshino
La structure épistémique de la substance

corporelle
pp.80-98

小松　恵一
超越論的論証の帰趨 --カントとスト

ロ-ソンを中心として
K. Komatsu

Zur transzendentalen Argumentation  --In

Hinblick auf Kant und Strawson
pp.99-119

宇佐美　公生 内的因果と形式的根拠の交差 K. Usami
Verschränkung der inneren Kausalität mit dem

formalen Grund
pp.120-140

石川　求 自然と反省 --カントの「判断力」論 M. Ishikawa
Natur und Reflexion  --Kants Lehre von

"Urteilskraft"
pp.141-160

新明　薫 ハイデガ-における「歴史」の問題 K. Shinmei
Das Problem der Geshcichte in Heideggers

Denken
pp.161-179

-
「思索」会員著訳書・論文目録(昭和

五八年七月-五九年六月刊行・発表分)
- - pp.180-185



■ 第18号（1985年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

上妻　精
ヘ-ゲルのヤコ-ビ批判 --『信仰と

知』に即して
T. Kozuma

Hegels Kritik an Jacobi  --in "Glauben und

Wissen"
pp.1-25

鈴木　崇夫 ルソ-における理性と自然・序説 T. Suzuki
La raison et la nature chez J.J. Rousseau:

L'introduction
pp.26-46

遠藤　寿一
外界に関するカントの証明 --「第四

誤謬推理」と「観念論論駁」
T. Endo

Kants Beweis der Außenwelt  --"Vierter

Paralogismus" und "Widerlegung des

Idealismus"

pp.47-68

池尾　恭一 カントにおける定言命法の基盤 K. Ikeo Die Basis des kategorischen Imperativs bei Kant pp.69-89

佐藤　英明
性質の問題 --イデアルなものとレア

ルなものとの区別について
H. Sato

Das Problem der Qualität  --über die

Unterscheidung zwischen Idealem und Realem
pp.90-110



■ 第19号（1986年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

天野　正幸 名の正しさについて M. Amano Plato's Theory of Names pp.1-34

斎藤　美巳
ハイデガーのヘ-ゲル解釈によせて --

弁証法と否定性をめぐって
Y. Saito

Von der Hegel-Auslegung Martin Heideggers  --

in Bezug auf Dialektik und Negativität
pp.35-53

原崎　道彦
ヘーゲルの「無限性」概念の展開 --

『差異』論文から『人倫の体系』まで
M. Harasaki

Die Entwicklung des Unendlichkeitsbegriffs bei

Hegel  --von "Differenz" schrift bis "System der

Sittlichkeit"

pp.55-75

佐藤　英明
志向性 --言表様相の志向性と事象様

相の志向性
H Sato

Intentionality  --the de re and de dicto

intentionalities
pp.77-98



■ 第20号（1987年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

野家　啓一
「過程」としての死,「出来事」とし

ての死
K. Noe Death as "Process" and Death as "Event" pp.1-16

松川　俊夫 ロックの反-生得説と自然法 T. Matsukawa Locke on Innateness and Natural Law pp.17-34

遠藤　寿一
カントにおける「無」の問題 --否定

的無と数学的二律背反の論理
T. Endo Die Frage nach dem Nichts bei Kant pp.35-54

小林　望
パ-スにおける実在概念の二義性 --ア

ブダクションの科学論的意義
N Kobayashi

Peirce's Two-Faced Concept of Reality  --The

Significance of Abduction in The Theory of

Science

pp.55-74

佐藤　透
フッセルにおける二つの過去把持概念

 --研究途上としての「時間講義」
T. Sato

Die Zweideutigkeit vom Begriff der Retention

bei Husserl
pp.75-94

森村　修
感覚概念が意味するもの --フッサ-ル

の現象学的感性論序説
O. Morimura Der Begriff der Empfndung bei Husserl pp.95-115

佐藤　英明 指示行為 --指示対象の特定性と存在 H. Sato
Referring Act  --Particularity and Existence of

Referents
pp.117-138




