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-
柏原啓一先生略歴・研究歴 (柏原啓一

先生御退官記念号)
- - 巻頭

竹田　純郎 ダーウィンとニーチェ S. Takeda Darwin und Nietzsche pp.1-19

小河原　誠
証拠と論証を用いてあなたはいったい

何を成し遂げようというのか
M. Kogawara

What on earth do you achieve by using

evidence and arguments?
pp.21-43

盛永　審一郎
当為の存在論的基礎づけ --ヨナスの

哲学的生命論
S. Morinaga

Zur ontologischen Grundlegung des Sollens  --

H. Jonas' philosophische Biologie
pp.45-63

伊坂　青司
絶対者と知的直観 --シェリングの

「同一哲学」とヘ-ゲルによる批判
S. Isaka

Das Absolute und die intellektuelle Anschauung

 --Schellings "Identitätphilosophie" und Hegels

Ethik

pp.65-83

後藤　嘉也 循環とその外部 Y. Goto En-dehors de la circulation pp.85-104

田村　恭一 『死に至る病』冒頭部分の再解釈 K. Tamura
Eine neue Auslegung des Anfangs von

Kierkegaards 》Krankheit zum Tode《
pp.105-121

鈴木　崇夫
道徳的観点 --道徳意識の現象学に向

けて
T. Suzuki

Moral Standpoint  --Towards a Phenomenology

of Moral Consciousness
pp.123-140

石川　求
素朴な理性の諸相 --アドルノの『純

粋理性批判』
M. Ishikawa Zur "naiven" Vernunft Kants und Adornos pp.141-166

城戸　淳
流れ去った無限と世界の起源 --カン

トの第一アンチノミ-について
A. Kido

Das verflossene Unendliche und der Ursprung

der Welt  --Zu Kants Erster Antinomie
pp.167-187

橋本　茂

哲学者の「総合」と構想力の「総合」

 --フィヒテ『全知識学の基礎』第二

部(理論的知識の基礎)における

S. Hashimoto
Die Synthesis des Philosophen und die der

Einbildungskraft
pp.189-210
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篠　憲二 人間の転換的本質について K. Shino Sur l'essence révolutionnaire de l'homme pp.1-22

谷　徹 現象学と形而上学 T. Tani Phenomenology and Metaphysics pp.23-48

三谷　鳩子
トマスの『真理論』におけるImago

Dei --記憶の分析を中心に
Y. Mitani

Thomas' "Imago Dei" in the De Veritate  --

Focused on the analysis of "memoria"
pp.49-66

齋藤　直樹
「批判」の源泉としての「芸術」 --

初期ニーチェ思想の展開をめぐって
N. Saito

Die "Kunst" als Quelle der "Kritik"  --über die

Entfaltung des Nietzsches frühen Gedankens
pp.67-85

福間　聡

自己所有のための所有権へ --外的資

源に対する私的所有権の正当性につい

て

S. Fukuma

Towards a Property Right for Self-Owning  --On

Justifying the Private Property in Extra-Personal

Resources

pp.87-106

飯野　勝己
話し手の意味と聞き手の意味 --「共

有信念」から「共在条件」へ
K. Iino

Utterer's Meaning and Audience's Meaning  --

From "common belief" to "copresence"
pp.107-125

Schweidler,Walter

馬渕　浩二 訳
シュペングラーと現代的文化概念 W. Schweidler Spengler und der moderne Begriff der Kultur pp.127-148
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川本　隆史
倫理学の隘路と突破口 --予備的な覚

え書き
T. Kawamoto

Bottlenecks and Breakthroughs in Ethics: A

Preparatory Note
pp.1-22

畠中　和紀
現存在の時間性へむかって --カント

解釈にみるハイデガーの思索の歩み
K. Hatanaka

Zur Zeitlichkeit des Daseins  --Heideggers

Dialog mit Kant um das Zeitphänomen
pp.23-42

塚本　高也
ポパー=ラカトシュ論争における真理

近似性の問題
T. Tsukamoto

The Problem of Versimilitude in the Popper-

Lakatos Controversy
pp.43-61

Berque,Augustin

廣瀬　覚 訳
風景と近代の超克 --宗炳の原理 A. Berque Landscape and the Overcoming of Modernity pp.63-86
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清水　哲郎
アンセルムス哲学の系譜に連なるオッ

カム
T. Shimizu Ockham as Heir to Anselm pp.1-20

佐藤　恒徳

カントにおける三つの無限概念 --第

一アンチノミー「定立に対する注解」

を軸として

T. Sato
Kants Drei Begriff vom Unendlichen  --Um die

"Anmerkung zur Thesis" der ersten Antinomie
pp.21-39

佐藤　優子
ハイデガー『哲学への寄与』における

「最後の神」とキリスト教
Y. Sato

"Der letzte Gott" und das Christentum in

Heideggers Beiträge zur Philosophie
pp.41-59

伊藤　周史 イマージュとアナロゴン S. Ito L'image et l'analogon pp.61-81

久高　将晃

「究極的根拠付け」の可能性 --超越

論的語用論と汎批判的合理主義に於け

る「可謬主義」をめぐる議論を中心と

して

M. Kudaka

Die Möglichkeit der "Letzbegründung"  --Zur

Kontroverse über den "Fallibilismus" zwischen

der Transzendentalpragmatik und dem

Pankritischen Rationalismus

pp.83-101

大塚　良貴
葛藤する物語り --リクールの物語り

的解釈学と討議倫理学の交叉
Y. Otsuka

Le conflict des récits  --l'entrecroisent de l'herm

éneutique narrative de Paul Ricœr et l'éthique

de la discussion

pp.103-121

Feenberg,Andrew

畠中　和紀 訳
世界的世界における技術 A. Feenberg Technology in a Grobal World pp.123-144
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野家　啓一
歴史的実在の論理 --西田幾多郎とブ

リッジマン
K. Noé

The Logic of Historical Reality  --Kitaro Nishida

and p.W. Bridgman
pp.1-20

千田　芳樹
カントの超越論的観念論と人格の同一

性の問題
Y. Chida

Kant's Transcendental Idealism and the

Problem of Personal Identity
pp.21-38

米原　優 J.S.ミルにおける二つの自由概念 M. Yonehara J.S. Mill on Two Concepts of Liberty pp.39-59

竹之内　裕文
ハイデガーとキルケゴール --実存的

なカテゴリーの問題をめぐって
H. Takenouchi

Existenzielle Kategorien bei Heidegger und

Kirkegaard
pp.61-80

横地　徳広
ハイデガーの尊敬感情論 --行為的人

間をめぐって
N. Yokochi

Zur Heideggers Theorie des Achtungsgefühls  --

Mit Rücksicht auf den handelnden Menschen
pp.81-99

塚本　高也
準経験主義と数学的進歩 --イムレ・

ラカトシュの歴史的アプローチ
T. Tsukamoto

Quasi-empiricism and Mathematical Progress  --

Imre Lakatos' Historical Approach
pp.101-123
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座小田　豊

懐疑する〈自己〉と〈無限〉 あるい

は「理性」のラビリンス --ヘーゲル

における「懐疑主義」の解釈を手がか

りに

Y. Zakota

Zweifelndes Selbst und das Unendliche, oder

Labyrinth des Vernünftigen  --Eine Deutung

vom Skeptizismus in der Philosophie Hegels

pp.1-24

竹内　修身
メルロ=ポンティの後期思想 --存在論

的転回
O. Takeuchi

La dernière Pensée de Merleau-Ponty  --Le Tour

Ontologique
pp.25-43

山田　圭一
「確実性」の論理学 --蝶番の比喩の

意味するもの
K. Yamada

The Logic of "Certainty"  --The Significance of

the 'Hinges' Metaphor in Wittgenstein's On

Certainty

pp.45-65

井頭　昌彦

クワインの意味批判の行方 --〈こと

の真相〉とチョムスキー=クワイン論

争

M. Igashira

Consequences of Quine's Criticism of the

Concept of Meaning  --With the Notion of 'Fact

of Matter' in the Chomsky-Quine Debate

pp.67-86
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Cheung,Ching-

yuen

Life and "To Live" --An Essay on

Nishida's philosophy of Life
Cheung,Ching-yuen

Life and "To Live" --An Essay on Nishida's

philosophy of Life
pp.1-17

荻原　理

アリストテレス『詩学』の「筋立

て」・「行為」の概念を通して見る、

ひとの生

S. Ogihara
Plot and Action in Aristotle's POETICS and

Human Life
pp.1-42

小笠原　正薫 ヘシオドスのカオスをめぐって M. Ogasawara On Hesiod's Chaos pp.43-62

齋藤　直樹

『美の理論』における「美的支配」と

「非暴力的総合」の概念 --アドルノ

における「道具的理性批判」の展開を

めぐって

N. Saito

Der Begriff der ästhetischen Herrschaft und der

gewaltlosen Synthesis in ästhetische Theorie  --

In Hinsicht auf die Entfaltung der Kritik der

instrumentellen Vernunft bei Adorno

pp.63-82

山本　史華
二つのパーソナル・アイデンティティ

 --記憶における「私」の帰属先
F. Yamamoto

Another Personal Identity  --How should we

settle 'me' in memory?
pp.83-105

池田　準
理性の事実 --『実践理性批判』にお

ける道徳法則の意識
H. Ikeda

Factum der Vernunft  --das Bewußtsein des

moralischen Gesetzes in Kants "Kritik der

praktischen Vernunft"

pp.107-124

大森　史博
世界の時間的スタイル --メルロ=ポン

ティにおける現前野と時間
F. Ohmori

Style temporel du monde  --le champ de pré

sence et le temps chez Merleau-Ponty
pp.125-144
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- 現象学特集 - - pp.1-159

戸島　貴代志

現象学的思惟 --思惟することは思惟

されているものによって捉えられてい

る(前編) 

K. Toshima
Phänomenologisches Denken  --das Denken ist

vom Gedachten gegriffen
pp.1-21

佐藤　英明 生態学的環境としての生活世界 H. Sato Life-world as Ecological Environment pp.23-44

宮島　光志
エートスへの問いと現代 --マック

ス・シェーラーと三木清を繋ぐもの
M. Miyajima

Die Frage nach dem Ethos und die Gegenwart  -

-Max Scheler und Miki Kiyoshi im geistigen

Zusammenhang

pp.45-65

音喜多　信博
後期シェーラーの知覚論 --「認識と

労働」をめぐって
N. Otokita

Theory of Perception in Max Scheler's

"Erkenntnis und Arbeit"
pp.67-90

森村　修

表層の現象学 --シモンドンとドゥ

ルーズにおける「個体発生=存在生

成」の哲学

O. Morimura

The Phenomenology of the Surface  --The

Philosophy of "Ontogenesis" in Simondon and

Deleuze

pp.91-112

長滝　祥司 身体の現象学を再構築する S. Nagataki Reconstruire une Phénoménologie du Corps pp.113-138

佐藤　透
「人生の意味」の意味 --時と意味の

現象学のための素描
T. Sato

The Meaning of 'Meaning of Life'  --A

Phenomenological Approach
pp.139-159

阿部　ふく子

ギリシア的共同原理と近代国家の接点

 --歴史哲学主題化以前のヘーゲル国

家論

F. Abe

Der Berührungspunkt des Prinzips der

griechischen Gemeinschaftlichkeit mit dem

modernen Staat  --Hegels Staatslehre vor der

Thematisierung seiner Geschichtsphilosophie

pp.161-180

二瓶　真理子 ポパーにおける科学の合理性 M. Nihei Popper on Rationality of Science pp.181-200



■ 第39号（2006年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

戸島　貴代志

現象学的思惟 --思惟することは思惟

されているものによって捉えられてい

る(後編)

K. Toshima
Phänomenologisches Denken―das Denken ist

vom Gedachten gegriffen―(zweiter Teil)
pp.1-21

後藤　嘉也 死すべきものたちの単独性と複数性 Y. Gotoh Singularity and Plurality of Mortals pp.23-44

宮坂　和男
知覚と言語的意味に関する考察 --

フッサール現象学に即して
K. Miyasaka

Betrachtungen über Wahrnehmung und

sprachliche Bedeutungen―Nach den Ansichten

der Husserlschen Phänomenologie―

pp.45-62

山下　哲朗

分節から可能性へ --ハイデガーにお

けるロゴス規定の変容に見る、世界概

念の仕上げ

T. Yamashita

Von der Artikulation zu Möglichkeit ―-die

Ausarbeitung des Weltbegriffes nach der Verä

nderung der Heideggers Bestimmung des Logos

pp.63-82

日笠　晴香
R. ドゥオーキンにおける生の不可侵

性と生死に関する決定
H. Hikasa

Dworkin on Inviolability of Life and Decision

Making Concerning Life and Death
pp.83-102
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小川　侃

〈古典的現象学〉と〈新しい現象学〉

のはざまでの『学際現象学』 --シュ

ミッツ、クラウス・ヘルト、ゲルノッ

ト・ベーメ

T. Ogawa

Interdisziplinäre Phänomenologie zwischen der

Klassischen Phänomenologie und der Neuen Ph

änomenologie―Hermann Schmitz, Klaus Held

und Gernot Böhme

pp.1-18

Böhme,Gernot 佐

藤　恒徳 訳
カントにおける自己開化 Gernot Böhme Selbstkultivierung nach Kant pp.19-44

劉　國英 伊藤　周

史 訳

視覚の狂気 --メルロ=ポンティにおけ

る現象学者としての画家
K. Lau

The Madness of Vision: The Painter as

Phenomenologist in Merleau-Ponty
pp.45-79

小林　睦
フッサールとギブソン --知覚の行為

性をめぐって
M. Kobayashi

Husserl and Gibson―On Enactive Nature of

Perception―
pp.81-111

佐藤　駿
指示と構成 --現象学的「意味」概念

のために
S. Sato

Reference and Constitution―Some Remarks on

the Notion of Meaning in Husserl’s

Phenomenology

pp.113-133

梶尾　悠史
表現と他者経験 --意味論の観点から

見たフッサールの他者論
Y. Kajio

Ausdruck und Fremderfahrung―Husserls

Theorie des Anderen unter der Perspektive

seiner Theorie der Bedeutung

pp.135-154

小原　拓磨 現存在の精神病的変様とその世界 T. Obara

Die psychopathische Modifikation des Daseins

und seine Welt―Eine philosophische

Betrachtung über die Welt der Schizophrenen

pp.155-171




