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著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

直江　清隆
創造と受容-その-　ルカーチの初期美

学草稿群をめぐって（１）
K. Naoe

Schaffen und Rezipieren Beitrag zu G.Lukács'“Fr

ühe Ästhetik-Manuskripten”
pp.1-14

砂原　陽一
ニーチェの「等しきものの永遠回帰」

思想の信仰
Y. Sunahara

Nietzsches Glauben an die ewige Wiederkehr

des Gleiches
pp.15-44

小河原　誠 ポパーとタルスキ真理論 M. Ogawara Popper and Tarski's Theory of Truth pp.45-74

小笠原　史樹 エピクロスの古き問い再考 F.Ogasawara Epicurus's Old Question Revisited pp.76-92

信太　光郎
人間の根源的有限性と時間—死すべき

ものの自由をめぐるハイデガーの思考
M.Shida

Die ursprüngliche Endlichkeit des Menschen und

die Zeit Heideggers Denken von der Freiheit der

Sterblichen

pp.93-112



■ 第42号（2009年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

直江　清隆
創造と受容—その一　ルカーチの初期

美学草稿群をめぐって（２）
K. Naoe

Schaffen und Rezipieren Beitrag zu G.Lukács'

"Frühe Ästhetik-Manuskripten"(2)
pp.1-28

竹之内　裕文

「よく生きる」ことを問いなおす—

「人間」への問いとしてのヒューマ

ン・エコロジー

H. Takenouchi

Humanökologie als die Frage nach dem

menschlichen Wesen, mit Rücksicht auf "eu

zen"

pp.29-58

横地　徳広
贈られた差異を求めて—レヴィナスと

デカルト
N. Yokochi

À la recherche de la différence donnée: Lévinas

et Descartes
pp.59-82

赤塚　弘之

ハイデガーにおけるヒストーリエ解釈

について—『存在と時間』第二の課題

〈存在論の歴史の解体〉との連関をめ

ぐって

H. Akatsuka

Zum Problem der 'Historie': Interpretation bei

Martin Heidegger --Anschließend an die

geplante Aufgabe des zweiten Teils von "Sein

und Zeit" als eine >Destruktion der Geschichite

der Ontligie<

pp.83-104



■ 第43号（2010年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

原　塑
状態空間意味論　——脳はどのように

世界を表象するのか？——
S. Hara

State-Space Semantics: How Does the Brain

Represent the World?
pp.1-30

栗原　隆

信念と懐疑　——ヤコービによる

ヒュームへの論及とドイツ観念論の成

立——

T.Kurihara

Glaube und Skepsis——Jacobis Berührung auf

Hume und die Entstehung des deutchen

Idealismus

pp.31-50

小笠原　史樹 ビュリダンの真理含意説 F. Ogasawara Buridan's Truth-Implication Theory pp.51-70

遠藤　健樹

解釈学的な相互承認　——レーヴィッ

トにおける共同相互存在論の一帰結—

—

K. Endo
Die hermeneutische gegenseitige Anerkennung:

Ein Schluß der Miteinanderseinslehre von Löwith
pp.71-88

アンドリュー・

フィーンバーグ

科学、技術、民主主義　——区別と連

関——
Andrew Feenberg

Science, Technology and Democracy:

Distinctions and Connections
pp.89-113



■ 第44号（2011年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

直江　清隆 人工物と知識 K. Naoe Artifacts and technological Knowledge pp.1-30

宇佐美　公生

理性による「形而上学への自然性向」

に対する「批判」　—道徳をめぐる感

情主義と理性主義の対立を超えて——

K. Usami

"Critique" by reason on the "natural propensity

for metaphysics" —Beyond the antagonism

between sentimentalism and rationalism on

morals—

pp.31-60

岩田　靖夫
大災害についての哲学的考察　——東

日本大震災に遭遇して——
Y. Iwata

Philosophical Consideration on Natural Disaster

—in the face of the East Japan Disaster—
pp.61-81

ジェナン・イスマエ

ル
心が存在するということ Jenann Ismael Being of One Mind pp.83-113



■ 第45号（2012年） 第一分冊（p.1-186）　第二分冊（p.187-453）①

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

野家啓一先生略歴（野家啓一先生御退

職記念号）
巻頭

野家　啓一 「歴史の物語り論」のための弁明 K. Noe A Plea for "Narratology of History" pp.1-20

和泉　ちえ

「第二の航海」を巡る断章　——自然

探求を母体とするフィロソフィアの遍

歴——

C. Izumi

Fragments of the Second Voyage: the

wanderings of philosophia  originated from the

inquiry into nature

pp.21-37

伊藤　春樹
意識の本質をどこに置くか　——汎心

論的眺望と意識の進化——
H. Ito

Where is the Essence of Consciousness:

Panpsychic Perspective and Evolution of

Consciousness

pp.39-63

松川　俊夫 スクリーン暴力と哲学的行為論 T. Matsukawa
Screen Violence and Philosophical Theory of

Action
pp.65-83

清塚　邦彦

実在しない事柄をよろこび、かなしむ

こと　——フィクションのパラドック

スをめぐって

K. Kiyozuka
Joy and Sorrow for What does not Exist: On the

Paradox of Fiction
pp.85-108

佐藤　透
寂びの美と「積時性」　——哲学的分

析のための素描——
T. Sato

The Beauty of Japanese 'Sabi' and Time-

Consciousness
pp.109-130

森村　修
なぜ動物は犠牲にされるのか　——デ

リダの「犠牲」論
O. Morimura

Why is the animal sacrificed? : Sacrifice and

Responsibility in Derrida's "The Gift of Death"
pp.131-164

宮坂　和男
解釈学としての現象学　——ディルタ

イがフッサールに与えた影響——
K. Miyasaka

Phänomenologie als Hermeneutik: der Einfluß

Diltheys auf Husserl
pp.165-185

飯野　勝己

物語と物語りのあいだ　——「どこに

もたどりつかない道」の可能性をめ

ぐって

K. Iino
Between Story and Narrative: On the Possibility

of "a Road to Nowhere"
pp.187-206



■ 第45号（2012年） 第一分冊（p.1-186）　第二分冊（p.187-453）②

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

橋本　文彦
機械の身体と人間の身体、機械の心と

人間の心
F. Hashimoto

The machinery body and man's body, the

machinery mind and man's mind
pp.207-232

小林　睦
人間と動物　——世界に棲まうことの

意味——
M. Kobayashi

Human Beings and Animals —the Meaning of

Dwelling in the World
pp.233-256

千葉　胤久
フッサールの「動機づけ」概念と行為

論
T. Chiba

Husserl's Concept of Motivation and Action

Theory
pp.257-278

音喜多　信博
アルノルト・ゲーレンの知覚論と言語

論
N. Otokita

Arnold Gehlen's Theory of Perception and

Theory of Language
pp.279-298

長滝　祥司
身体・技術・世界　——フィールドの

なかのアフォーダンス——
S. Nagataki

Body, Technology, and World —Affordances in

the Football Field—
pp.299-320

竹之内　裕文

生命倫理学から生命環境倫理学へ　—

—生の「現実」に応答する倫理学をも

とめて

H. Takenouchi

From "Bioethics" to "Environmental Biotethics",

in Search of Ethics in Response to the

"Reality"of Life

pp.321-344

山本　史華
日常のありか　放射性廃棄物と脳死へ

の倫理的応答
F. Yamamoto

Whereabouts is the Ordinary? —An Ethical

Response to Nuclear Waste and Brain Death—
pp.345-365

城戸　淳
カントと人格同一性の問題　——第三

誤謬推理のコンテクスト
A. Kido

Kant and the Problem of Personal Identity: The

Third Paralogism in Contexts
pp.367-388

井頭　昌彦

「心を持ったロボットをつくる」とい

うプロジェクトはどのようなものであ

りうるか？

M. Igashira
What does the creation of robots with MIND

amount to?
pp.389-418

張　政遠 日本哲学の多様性を求めて C.Y. Cheung Searching for Diversity of Japanese Philosophy pp.419-432

山田　圭一

物語りえず語りうる過去　——大森過

去論と野家物語り論との比較を通じて

——

K. Yamada

The past which cannot be narrated, but can be

spoken of —Through the comparison between

Omori's theory of the past and Noe's narrative theory

of history—

pp.433-453



■ 第46号（2013年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

松本 俊吉 遺伝子の「決定性」についての考察 MATSUMOTO Shunkichi Considerations on Genetic Determinacy pp. 1–26

梶尾 悠史
脳死への想像力──臓器提供の主体的

選択のために
KAJIO Yushi

Imagination toward Brain Death: For Personal

Autonomy on Organ Donation
pp. 27–50

鈴木 亮三
変転から持続へ──『精神現象学』に

おける感情-行為論
SUZUKI Ryozo

Vom Vergänglichen zum Bleibenden—Zur Gefü

hls- und Handlungstheorie in der »Phä

nomenologie des Geistes«

pp. 51–68

鹿野 祐介
人格の同一性における重複の問題と数

的同一説
SHIKANO Yusuke

The Reduplication Problem of Personal Identity

and Numerical Identity Theory
pp. 69–96

田村 康貴
ベルクソン『二源泉』における責務の

問題
TAMURA Koki

Le problème de l'obligation dans Les Deux

Sources  de Bergson
pp. 97–118

池田 準

［書評］生命の志向はいかにして自由

を語りうるのか──信太光郎『死すべ

きものの自由』に寄せて

IKEDA Hitoshi

How does thinking of life enable us to argue

over freedom? —A comment on SHIDA Mitsuo's

 Freedom of Mortals

pp. 119–134

信太 光郎
技術のテロスと人間性の「始まり」─

─池田準氏の書評にこたえて
SHIDA Mitsuo Telos of Technics and Origin  of Humanity pp. 135–152

MURAYAMA

Tatsuya

L'émotion comme connaissance ?

La preuve bergsonienne de

l'existence de Dieu

pp. (1)–(28)



■ 第47号 座小田豊先生 御退職記念号（2014年）①

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

座小田豊先生 略歴・研究歴

座小田 豊

無限性と否定性──ヘーゲルのイェー

ナ体系構想における「精神哲学」の成

立

Y. Zakota

Unendlichkeit und Negativität—über die

Entstehung der Philosophie des Geistes in

Hegels Jenaer Systementwürfen

pp. 1–26

須田 朗
歴史学と歴史性──ニーチェとハイデ

ガー
A. Suda

Historie und Geschichtlichkeit—Nietzsche und

Heidegger
pp. 27–48

伊坂 青司
シェリング芸術哲学における造形芸術

──彫刻と絵画の位置づけをめぐって
S. Isaka

Die bildende Kunst in der Schellings Philosophie

der Kunst—über das Verhältnis zwischen Plastik

und Malerei—

pp. 49–69

小熊 正久 フッサール時間論の生成 M. Oguma
Die Genesis der Phänomenologie Husserls vom

Zeitbewußtsein
pp. 69–92

後藤 嘉也
到来しつつある世界、または絆を欠い

た共同体
Y. Goto

The Coming World, ot the Community without

Bonds
pp. 93–114

栗原 隆
心の深処と知性の竪坑──ヘーゲル

『精神哲学』の改訂を視野に入れ
T. Kurihara

Tiefe der Seele und Schacht der Intelligenz—Mit

Rücksicht auf Hegels Revision der „Philosophie

des Geistes“

pp. 115–132

小松 恵一
『否定弁証法』は『啓蒙の弁証法』の

徹底であるか
K. Komatsu

Is ‘Negative Dialectic’ a Continuation of

‘Dialectic of Enlightment’?
pp. 133–156

佐藤 透 運命論的語りの構造に関する試論 T. Sato An Essay on the Structure Fatalistic Utterance pp. 157–176

松浦 明宏 第三人間論とアンチノミー A. Matsuura
Third Man Argument and Antinomy in Plato’s 

Parmenides
pp. 177–198



■ 第47号 座小田豊先生 御退職記念号（2014年）②

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

城戸 淳
時間と自我──カント超越論的感性論

第七節における反論と応答
A. Kido

Time and the I: Objections and Replies in §7 of

Kants
pp. 

井頭 昌彦
「プラグマティックな自然主義」と3

つの課題
M. Igashira “Pragmatic Naturalism” and three issues on it pp. 221–248

信太 光郎
始まりの出来事としての言葉──ハイ

デガーにおける言葉への問い
M. Shida

Sprache als Geschichte des Anfangs—Die Frage

nach der Sprache bei Heidegger
pp. 249–270

阿部 ふく子
ヘーゲルの思弁哲学における命題・叙

述・言語
F. Abe

Satz, Darstellung und Word in Hegels

spekulativer Philosophie
pp. 271–288

盛永 審一郎
人類 Menschheit に対する犯罪──

ヤスパースとアーレント
S. Morinaga

Über den Begriff „Verbrechen gegen die

Menschheit“—Karl Jaspers und Hannah Arendt
pp. 289–310

菅原 潤
ボウイの初期ロマン派解釈──マクダ

ウェル受容を介して
J. Sugawara

The Early Romantic School interpreted by A.

Bowie
pp. 311–332

鈴木 亮三

「所有の運命」の行方──フランクフ

ルト・イェーナ期ヘーゲル哲学生成の

一断面

R. Suzuki

„Das Schicksal des Eigentums“—Ein Querschnitt

durch die Entstehung der Hegelschen

Philosophie in Frankfurt und Jena 

pp. 333–354



■ 第48号（2015年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

直江 清隆
市民形成の基礎としての哲学教育に向

けて
NAOE Kiyotaka

Philosophy education as a place of civic

formation
pp. 1–22

山﨑 純
ヘーゲル歴史哲学の実像に迫る──新

資料に基づく最終学期の構想
YAMAZAKI Jun

Zum reellen Konzept der hegelschen letzten

Vorlesungen über die Philosophie der

Weltgeschichte begründet auf Hegels eigenhä

ndigen Manuskripte und einigen Nachschriften

von 1830/31

pp. 23–56

神崎 繁 岩田靖夫先生を偲んで KANZAKI Shigeru In memoriam Professor Iwata pp. 57–61

Akira Kawashima
Description of the Good at Plato’s 

Republic , VI 505e1–3
pp. (1)–(13)



■ 第49号（2016年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

城戸 淳
自律の方式へ──カントの定言命法の

諸方式
A. Kido

The Formula of Autonomy: Kant's Formulations

of the Categorical Imperative
pp. 1-22

遠藤 健樹
ラインハルト・コゼレックにおける歴

史学的人間学と歴史学的時間構造
K. Endo

Historische Anthropologie und historische

Zeitstruktur bei Reinhart Koselleck
pp. 23-40

パウル・ツィッヒェ

（安田 悠介訳）

総合科学に向けて──1900年前後に

おける科学の新しい諸概念
P. Ziche

Towards General Science - New Scientific

Concepts around 1900
pp. 41-68

直江 清隆

ヴィンデルバント・ノートの発見

（付録）心理学概説──経験的な心の

理論に関する体系的考察の試み（冒頭

部分訳）

K. Naoe

Unknown Notebooks of Wilhelm Windelband

Found （Appendix）Wilhelm Windelband:

Grundriß der Psychologie. Entwurf einer

systematischen Behandlung der

Erfahrungsseelenlehre

pp. 69-



■ 第50号（2017年）

著者名 論文名 欧文著者名 欧文タイトル ページ

伊藤 春樹
時間の本質をどこに置くか──現象学

的眺望と時間の客観性──
H. Ito

Where is the Essence of Time:

Phenomenological Perspective and Objectivity of

Time

pp. 1-30

直江 清隆

人工物と集団的暗黙知──参加による

センスメーキングはいかにして可能で

あるか？

K. Naoe
Artefacts and Collective Tacit Knowledge ─ How

Is Participatory Sense-Making Possible?
pp. 31-64

村上 保壽
『思索』創刊の諸事情──思い出すま

まに──
Y. Murakami On the Initial Number of Shisaku. Memoirs pp. 65-80

-
『思索』掲載記事目録（創刊号〜第

50号）

東北大学哲学研究会規約

東北大学哲学研究会会誌『思索』編集

委員会規定




