
ゲーテ年鑑  Goethe-Jahrbücher       Goethe-Gesellschaft in Japan 

Band 55 (2013) 

 「ドイツ語のシェイクスピア」近代ドイツ文学史のひとこま －エッセーふうに －

小栗浩 S. 1-8 

 『ヴェルター』の 5 月 26 日の手紙における「市民社会」の意味するところ－  

三島憲一 S. 9-34 

 二つの永遠 — Ｌ・クラーゲスのゲーテ批判の一側面  — 田島正行 / TAJIMA, 

Masayuki, Zwei Ewigkeiten — Eine Seite der Klages'schen Kritik über Goethe — S. 35-

51 

 IMAMURA, Takeshi: Carl Philipp Emanuel Bach und Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, 

S. 52-70 

 YOKOYAMA, Junko: Goethes Schneider-Courage, März und das Volkslied Verschneiter 

Weg -Der Wandel der Beziehung zwischen Goethe und dem Volkslied, S. 71-88 

 ゲーテ『メールヒェン』に見る〈植物のメタモルフォーゼ〉－ 石原義久 S. 89-103 

Band 54 (2012) 

 ゲーテとレンツ — ドイツ文学史の一時代 — 八亀徳也 / YAKAME, Tokuya: 

Goethe und Lenz, zwei Sturm-und-Drang-Dichter, S.1-17 

 アチチュードとゲーテ — 18 世紀末の小演劇ジャンルへのゲーテの関心  

— 武井隆道, S. 18-33  

 ゲーテとシューベルト ―「糸を紡ぐグレートヒェン」と「魔王」を中心に   

— 渡辺美奈子 / WATANABE, Minako, Goethe und Schubert ― mit Schwerpunkt auf 

Gretchen am Spinnrade und Erlkönig, S. 34-49 

 シラーのバラーデ「カッサンドラ」解釈についての一私論 — 隠されたコロスを伴

う一幕物の独り舞台として  — 大類京子 / OHRUI, Kyoko, Ein Versuch der 

Interpretation von Schillers Ballade „Kassandra“ ― als einaktiges Monodrama mit 

verstecktem Chor ― S. 50-69 

 天国への階段 — ゲーテ『ファウスト第二部』「山峡」の場面と聖ボナヴェントゥ

ラー  — 片岡慎泰 / KATAOKA, Noriyasu, Treppe zum Himmel  — Die 

„Bergschluchten“ in Goethes Faust II und S. Bonaventura, S. 70-84 

 IMAIZUMI, Fumiko: Novalis und Religion — Eine Religionsauffassung in der Goethezeit, 

S. 85-121 



Band 53 (2011) 

 ASAI, Hideki: Göttinnen der Gabe — Zum Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und 

Poesie in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, S. 1-19 

 KAMANO, Tamiko: Goetheals bespielhafter Europäer, S. 20-41 

 TAKITO, Sanae: Goethes Ansicht über die Musikerziehung —  Gesang als die erste Stufe 

der Bildung, S. 42-58 

 HIRAMATSU, Tomohisa: Die Metamorphose des Lebens im Römischen Carneval — 

Goethes schriftstellerische Entwicklung ab 1789,  S.59-75 

 BIEDERMANN, Stefan: Grußwort an die Goethe-Gesellschaft Japan — Zum 261. 

Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe — Osaka, den 28. August 2010, S. 76-79 

                                                                                    *  *  * 

 ゲーテ・父・息子 —イタリア旅行をめぐって—  星野純子/ HOSHINO, Sumiko: 

Goethe— Sohn und Vater —— Im Hinblick auf ihre italienischen Reisen, S. 80-103 

 『メールヒェン』におけるゲーテとシラーの思想圏 — R. シュタイナーの解釈の

検証 —  石原義久, S. 104-123 

Band 52 (2010) 

Sonderbeiträge 

 ZEMAN, Herbert: Goethe und Österreich: das Beispiel Johann Ladislaus Pyrkers, S. 1-44 

 MÖCKEL, Christian: Formenschau, Formenwandel und Formenlehre. Zu Goethes 

Morphologie- und Metamorphosenlehre, S. 45-73 

 SCHROEN, Michael: Kritische Würdigung des Aufsatzes „The Ethics of Goethe's 'Die 

Wahlverwandtschaften'“ von Ronald Peacock, S. 74-99 

                                                                                   *  *  * 

 TANAKA, Ryohei: Goethe und der Humanismus in Japan im beginnenden 20. Jahrhundert 

— das Goetheverständnis von Kanzo Uchimura und Inazo Nitobe,  S.100-116 

 SAKAMOTO, Takashi: Die Erziehung des Menschen durch das verschleierte Ägyptenbild. 

Zur Erhellung der verborgenen Theologie Schillers, S. 117-132 

 HAYAKAWA, Junko: Die Gesangkultur in Gesellschaften — Goethe und 

sein  „Tischlied“, S. 133-148 

                                                                                *  *  * 

 無関心のエチカ —ゲーテにおける文学の生態学— 黒子康弘/ KUROGO, Yasuhiro: 

Ethik des Indifferentisten. Goethes Ökologie in der Dichtung, S. 149-166 



 理想の「読者層」を求めて— ニコライ、ゲーテ、シラー — 永川聰/ 

NAGAKAWA, Satoshi: Die Suche nach dem idealen Publikum  — Nicolai, Goethe und 

Schiller, S. 167-201 

                                                                                ――――――― 

 ゲーテと法 — 平山令二/ HIRAYAMA, Reiji: Recht bei Goethe, S. 202-216 

 ゲーテとローマ法 — 森光, S. 217-236 

 『ミヒャエル・コールハース』とプロイセン改革 — 「営業の自由」を中心に — 

廣川智貴/ HIROKAWA, Tomoki: Gewerbefreiheit in „Michael Kohlhaus“ und 

Preußischen Reformen. S. 217-251 

                                                                                ――――――― 

 永遠を可視化する小説『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』— 北原寛子, S. 

252-266（平成 21 年度日本ゲーテ協会会長賞受賞の記念講演） 

 

Band 51 (2009) 

 OLBRICH, Alexander: Grußwort anläßlich des Abends der Goethe-Gesellschaft in Japan 

zum 260. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe, Osaka, 28.08.2009, S. 1-4  

 SCHMELTER, Uwe: Goethe — eine deutsche Ikone in Japan zwischen Tradition und 

modernem Deutschlandbild, S. 5-13 

 BINDER, Alwin: Die „Walpurgisnacht“ in Goethes „Faust I“ als Muster faustischer Welt, 

S. 14-39 

 IMAMURA, Takeshi: Das Baltikum im Schaffen Herders und Lenzens, S. 40-55 

 KITAHARA Hiroko: Der Romanschreiber, der „Halbbruder des Dichters“, wirft einen 

Zankapfel ¥Über die Konstellation des Romans in Schillers „Über naive und 

sentimentalische Dichtung“ S.56-68 

 NAGASHIMA, Takashi: Über „das Unvordenkliche“ beim späten Schelling oder über den 

Anfang und die Möglichkeit der positiven Philosophie, S. 69-84 

 誤引用と改変 —シュティフターとゲーテ再考—  磯崎康太郎/ ISOZAKI, Kotaro: 

Falsche Zitate und Umarbeitungen — Stifter und Goethe neu überdenken, S. 85-104 

 巌谷小波の「ゴエテー伝」—その成立をめぐって—  加藤健司/ KATO, Kenji: 

„Biographie von Goethe“ von Sazanami Iwaya — Ihre Entstehung und Bedeutung, S. 105-

128 

 Novalis における自然･歴史・ポエジー —『サイスの弟子たち』(Die Lehrling zu 

Sais) の新たな分析の試み—  今泉文子/ IMAIZUMI, Fumiko: Natur · Geschichte · 

Poesie bei Novalis — Versuch einer neuen Analyse von Die Lehrlinge zu Sais, S. 129-163 



Band 50 (2008) 

 KELLER, Werner: Gratulation zum 50.Goethe-Jahrbuch, S.1-6 

 ゲーテとオリエント — 小栗浩 / OGURI, Hiroshi: Goethe und der Orient, S.7-24 

 ISHIHARA, Aeka: Die Hauptleute mit mathematischer Gabe. Oder: Die Landvermessung 

in Goethes Wahlverwandtschaften und Jean Pauls Dr. Katzenbergers Badereise, S.25-39 

 YAMAMOTO, Kayo: Von der Aktenführung bis zur Archivpoetik. Goethes Archivroman 

Wilhelm Meisters Wanderjahre, S.41-59 

 HAMADA, Makoto: Sehende Hand und tastendes Auge. Herders Plastik und Goethes 

Morphologie, 61-74  

 TAKEI, Takamichi: Goethes Singspiel „Die Fischerin“. —Inkarnation des Zeichens und 

Erleben der Natur, S.75-100 

 TSUZUKI, Masami: Helenas Neugeburt als ein moderner Intellekt in Goethes „Faust II“, 

101-122 

 越境と内省 — ゲーテと「世界文学」— 松村朋彦 / MATSUMURA, Tomohiko: 

Grenzüberschreitung und Selbstreflexion — Goethe und „Weltliteratur“, S.123-137 

 ゲーテの『ファウスト』における｢全体的なるもの」についての考察 — 石田敏雄 

/ ISHIDA, Toshio: Uber „das Ganze“ bei Goethes „Faust“, S. 139-157 

 カーレンベルクとオリュンポス — グリルパルツァーのゲーテ訪問 — 松村国隆 / 

MATSUMURA, Kunutaka: Kahlenberg und Olymp — Grillparzers Besuch bei Goethe, S. 

159-172  

 HISAMATSU, Tomohisa: Die Erlösungsstruktur in Goethes Faust.—dargestellt mit Hilfe 

des Begriffs „das Terübe“ aus der Farbenlehre, S. 173-188 

Band 49 (2007) 

 EROCHIN, Alexander: Johann Friedrich Cotta und seine Verlagsstrategie während der 

Napoleonischen Kriege in Deutschland (1806-1813), S. 1-21 

 AHN, Sam-Huan: Goethe und Korea, S. 23-37 

 OHSUGI, Hiroshi: Nebel, Wolke und Schleier. Das Motiv der „Hülle“ in Goethes „Faust 

II“, S.39-54  

 KANEKO, Yoshiyuki: Die Gestalt der Heraklesfigur — ein mythisches Motiv in der 

Neuzeit, S. 55-73 

 MURAYAMA, Isamitsu: Pflanzenhafte Poesie. Das Poesiebild der Brüder Grimm und 

Goethes Morphologie, S.75-94 

 明治日本のゲーテとドイツ文化 — 中直一 / NAKA Naoichi: Goethe und die deutsche 

Kultur in der Meiji—Zeit, S. 95-109  



 私は、もう決して急きたてられたくはない — パリ書簡にみとめられる H・v ・ 

クライストの知的態度 — 眞鍋正紀 / MANABE Masanori: Verweigerte übereilung in 

der Erkenntniskrise — H. v. Kleists intellektueller Habitus im Pariser Brief, S. 111-124 

 有機体論と近現代芸術 — ゴットフリート・ゼムパーの被覆論を中心として — 川

向正人 / KAWAMUKAI Masato: Organologie und Architektur der Gegenwart, basiert auf 

≪Bekleidungstheorie≫ von Gottfried Semper, S. 125-147 

   

*  *  * 

 イヴァン・フランコの『狐ミキータ』— ウクライナにおけるゲーテ受容の一例 — 

小粥良, S. 149-154 

 パンドラと希望 — 田中岩男, S.155-159 

 ワイマル･ゲーテ協会の最近の動向について — 保坂一夫, S.161-164 

Band 48 (2006)   日本版  ／  国際版 Internationale Ausgabe 分冊 

日本版 

 

シラー特集  

 シラーの政治心理劇『フィエスコ』と『ヴァレンシュタイン』- 広瀬千一 / 

HIROSE, Senichi: Schillers politisch-psychologische Dramen Fiesco und Wallenstein, S.7-

21 

 シラーにおける歴史と物語 — 梅澤知之 / UMEZAWA, Tomoyuki: 

Geschichtsschreibung und Erzählen bei Schiller, S.23-37 

書評  

 Matthias-Luserke-Jaqui (Hrsg.): Schiller-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung － 津田保

夫, S.39-43 

*  *  *  

 詩聖の墓所・「ヴァイマル歴史墓地」- 平田達治 / HIRATA, Tatsuji: Die Ruhestätte 

von Goethe. Der Weimarer Historische Friedhof, S.45-60 



 現実変革の力としての文学 — ゲーテ『タッソー』におけるシュトルム・ウント・

ドラング — 公地宗弘 / KOUCHI, Munehiro: Dichtung als Kraft der Veränderung der 

Wirklichkeit — Goethes "Torquato Tasso" und der Sturm und Drang — , S.61-81 

 『冬の旅』の根底にあるもの — ヴィルヘルム・ミュラーのベルリン、ブリュッセ

ル時代 — 渡辺美奈子 / WATATANABE, Minako: Wurzeln der "Wintereise" — 

Wilhelm Müllers Zeit in Berlin und Brüssel —, S.83-102 

*  *  *  

情報サイト  

 ロッテ代表取締役社長 重光武雄さんと『ウェルテル』— 西山力也, S.103-108 

 チューリンゲン文学賞 — 西山力也, S.109-111 

 

  

Band 48 (2006)  国際版 Internationale Ausgabe 

 TAKAHASHI, Yoshito: Vorwort des Herausgebers. Ein kursorischer Rückblick auf die 

Geschichte der GoetheßForschung in Japan, S. 7-16  

 GOLZ, Jochen: Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Schillers Persönlichkeit, S. 17-36  

 SCHANZE, Helmut: Schillers Neue Mythologie. Rhetorik, Musik, nationale Identität und 

Dramatik bei Friedrich Schiller, S. 37-48  

 HAMANAKA, Haru: Rhetorik des Erhabenen. Das Meer in Schillers Ballade Der Taucher, 

S. 49-62  

 AOKI, Atsuko: Zu Schillers Auseinandersetzung mit Kant, S. 63-77 SCHEIFFELE, 

Eberhard: Die Ästhetischen Briefe und der Diskurs von der 'Bestimmung des Menschen', S. 

79-97  

 ONO, Asayo: Die Menschheitsbildung an der Grenze zwischen Animalischem und 

Humanem. Schillers Über die ästhetische Erziehung des Menschen und Kleists Über das 

Marionettentheater, S. 99-125  

 HONDA, Hiroyuki: Das "Erhabene" bei Friedrich Schiller und William Blake, S. 127-140  

 ONO, Hisako: Kultursemantik und Naturmetaphorik. Die Brüder Grimm über das 

Nibelungische, S. 141-158 

  IMAMURA, Takeshi: Zur Entstehung des Begriffes ‚Sturm und Drang‘ in der deutschen 

Literaturgeschichte, S. 159-176  

 

 

Band 47 (2005) 



 HOSAKA, Kazuo: Goethe, von Franz Kafka aus gesehen, S. 7-24 

 ISHIHARA, Aeka: Der Kadaver und der Moulage. Ein kleiner Beitrag zur plastischen 

Anatomie der Goethezeit, S. 25-39 

 WATANABE, Manabu: Wilhelm von Humboldt. Über einen Sprachwissenschaftler, der zur 

Zeit Goethes und darüber hinaus wirkte, S. 41-55 

 NAKAMURA, Gen: Die Auslegung der indischen Dreieinigkeit Trimurti bei Hegel und 

Schelling, S. 57-71 

 OTA, Koji: Erkennbarkeit des Unerkennbaren. Eine Analyse zum Begriffspaar Organisch 

und Aorgisch in Hölderlins Grund zum Empedokles, S. 73-87 

 UMENAI, Yukinobu: Eine komparatistische Studie zum Todes- und Kerzen-Motiv in 

einem Grimmschen Märchen und einem japanischen Rakugo-Stück, S. 89-102 

 ゲーテとトーマス・マン 二つのイタリア像 － 鎌田道生 / KAMATA, Michio: 

Goethe und Thomas Mann — Zwei Bilder Italiens, S. 105-119 

 ツェラーンとゲーテ － 関口裕昭 / SEKIGUCHI, Hiroaki: Celan und Goethe — 

Zwischen den Stäben, S. 121-138 

 ゲーテとアレクサンダー・フォン・フンボルト － 現れた関係と隠された関係 

－ ハルトムート・ベーメ（原 研二訳）, S. 139-172 

Band 46 (2004) 

 HARA, Kenji: Melusine oder "die dritte Person". Zur Erzählweise Goethes am Beispiel von 

Die Leiden des jungen Werthers im Vergleich mit seinen späten Erzähltexten, S. 1-18 

 DETHLEFS, Hans Joachim: Artes mechanicae. Zur Rehabilitierung des Handwerks bei 

Goethe und in der französischen Aufklärung, S. 19-45 

 WATANABE, Minako: Goethes vier Mignon-Gedichte aus Wilhelm Meisters Lehrjahre — 

Schuberts Interpretationen als Trauermarsch, S. 47-62  

 DSCHENG, Fang-hsiung: Goethe in Taiwan, S. 63-80 

 OMIYA, Kanichiro: Exile on Main Street. Ein Versuch über Goethes Unterhaltungen 

deutscher Ausgewandertes, S. 81-95 

 WATANABE, Naoki: Goethe und Friedrich der Große. Über den nationellen Gehalt der 

deutschen Literatur, S. 97-116 

 SAKAMOTO, Takashi: Das 'Ungeheure' in Schillers Die Braut von Messina, S. 117-134  

 IWATA, Masayuki: Die Erde schwebt in der Luft. Die musikalische Poesie am Übergang 

zwischen Körper und Seele bei Novalis, S. 135-162  

 TAKATSUJI, Tomoyoshi: Ein japanischer Dirigent im nationalsozialistischen Deutschland. 

Der Graf Hidemaro Konoye, S. 163-176 



 IMAIZUMI, Fumiko: Die Körperlichkeit der Leserinnen der Goethezeit. Das Beispiel der 

Leserinnen Jean Pauls, S. 177-194 

Band 45 (2003) 

 YUGE, Naoko: Zur Gelehrsamkeit von Frauen in der Aufklärung  

 OGURI, Hiroshi: Goethe und Eckermann Hiroshi OGURI 

 SCHEIFFELE, Eberhard: Goethes poetische Morphologie 

 SASAKI, Junich: "Des alten Fasanentraums gedacht" — ein metaphorischer Traum in der 

Italienischen Reise im autobiographischen Kontext 

 ASAI, Kenjiro: "Das offenbare Geheimnis" als innere Form der "Wanderjahre" — über ein 

Darstellungsprinzip des späten Goethe — 

 TAKAHASHI, Yoshito: Die Unergründlichkeit des Lebens und des Andere der Vernunft — 

Ein Beitrag zu Dilthey und Goethe 

 FUNAKOSHI, Katsumi: Georg Forster im Blickfeld Goethes in Weimar 

 MORI, Takashi: Sammeln der Fragmente der Natur — Reise um die Welt als 

Naturgeschichte — 

 FURUSAWA, Yuko: Das Tragische bei Schiller und Aristoteles 

 SHIMIZU, Sumio: Schillers Drama Die Braut von Messina als Tragödie einer inhumanen 

Familie 

 MITSUGI, Michio: Hölderlins Wiederkunft in der Übersetzungslehre — Versuch einer 

ideengeschichtlichen Darstellung — 

 YAHABA, Takashi: "Peter Schlemihl"als reflektierende Literatur — Chamissos Erzählung 

und ihre Metaphern aus dem Bereich des Theaters 

 TATENO, Hideo: Thomas Mann und Novalis 

 KOSHINA, Yoshio: Arbeitsmethoden in der japanischen Germanistik 

 PREISINGER, Johannes: Grußwort beim "Goethe-Abend" am 28.8.02 

Band 44 (2002) 

 ゲーテ『親和力』におけるオティーリエの拒食のモチーフについて 浅井英樹 

 読書する恋人たち －『神曲』、『ヴェルテル』、『朗読者』－ 松村朋彦 

 ヴァイマル・兄妹・エンメンディンゲン －二つの生誕二百五十周年祭をめぐって

－ 西山力也 

 J.P.エッカーマンとは誰か －ゲーテの死までの彼の半生－ 小栗浩 

 ゲーテとシラー 大槻裕子 

 「ゲーテの弟」、K.Ph.モーリッツ －ヴァイマル滞在の日々－ 山本淳二 



 ゲーテのロッジ詩 北原博 

 ゲーテを取り巻く印刷・出版文化とその展開 －『詩と真実』の視点から－ 美留

町義雄 

 MAEDA, Ryozo: Entstehung der modernen Autor-/Leserschaft am "Terminal" der 

Allgemeinen Post — Zum medialen Funktionswandel des Briefs in der "Tele-

Kommunikation" der Goethezeit 

 ISHIHARA, Aeka: Luftballon-Motiv und dichterische Phantasie bei Wieland, Lichtenberg, 

Jean Paul und Goethe 

 YAMAMOTO, Kayo: Die dichterische Selbstreflexion in Goethes Wilhelm Meisters 

Wanderjahre 

 MAENO, Mitsuhiro: Epischer und dramatischer Charakter — Ein Versuch über Goethe und 

Schiller —  

 NAITO, Katsuhiro: Eine Betrachtung über Friedrich Schillers Gedicht Der Spaziergang 

 IMAMURA, Takashi: Zur Sprachpolitik von J.M.R Lenz 

 MIKI, Masayuki: Soseki und Goethe Masayuki MIKI 

 CORDES, Joachim: Grußwort anläß des 252.Geburtstags von Johann Wolfgang von Goethe 

Band 43 (2001) 

 シューベルトの歌曲における隠喩 －『さすらい人の夜の歌』を例として－ 三宅

幸夫 

 クラクフへの途上にて－1790 年・ゲーテのシュレージエンの旅－ 林正則 

 ゲーテとヘッベル－劇作家はゲーテをどう読んだか－ 須賀洋一 

 ゲーテのバラード「魔王」における接続詞 und について 伊藤卓立 

 ディオニュソス・ゲーテ－ニーチェの抱いた最終的ゲーテ像－ 杉田弘子 

 祈りと憩い－同名の二つの詩「旅人の夜の歌」を巡って－ 外山知子 

 「感覚総体の哲学」としての詩－カントとヘルダーの論争における詩と哲学の位置

づけについて－ 濱田真 

 ゲーテ『色彩論』のアクチュアリティー－初期バウハウスにみるゲーテ『色彩論』

の影響（ヒルシュフェルト＝マックを例として）－ 山本淳 

 KOEHLER, Karl: GRUSSWORT anläßlich der Jahresversammlung der Goethegesellschaft 

am 9.Juni 2000 

 OGURI, Hiroshi: Goethe nach dem Fest 

 HINDERER, Walter: Das Rätsel in Goethes "Alexis und Dora" 

 MISHIMA, Kenichi:Ist Goethe in Japan noch zitierbar? Kenichi MISHIMA 

 SCHINGS, Hans-Jürgen: Faust und der "Gott der neueren Zeit". Goethe als Kritiker des 

Faustischen  



 VOSSKAMP, Wilhelm: Goethes Klassizismus im Zeichen der Diskussion des Verhältnisses 

von Poesie und bildender Kunst um 1800 

2000 (42) 

 ゲーテ『ファウスト第Ｉ部』とドラクロワの挿絵－呼び起こす力と呼び起こされる

力－ 柴田翔 

 ゲーテとワイマル 小栗浩 

 レオナルド－ゲーテ－フロイト－一つの系譜－ 高橋明彦 

 ゲーテ的人間の「限界」－ルートヴィッヒ・クラーゲスの哲学から見たゲーテ－ 

田島正行 

 多民族都市プラハのゲーテ－カフカにおけるゲーテ受容をめぐって－ 三谷研爾 

 ヘルマン・バールと世紀転換期ベルリン 神野眞悟 

 三木清のゲーテへの関わり－没後百年記念出版『ゲーテ研究』の光に照らして－ 

村本詔司 

 『若きヴェルターの悩み』のロッテ像－「感傷主義」の文脈で－ 星野純子 

 『親和力』のオティーリエ－ジェンダー論的観点から－ 光末紀子 

 ミンナの姿とベッティーナの言葉－ゲーテの『ソネット』をめぐって－ 渡邉洋子 

 K.Ph.モーリッツの『神話論』とゲーテ－「想像力の言語」とメタモルフォーゼ 山

本惇二 

 プラーテンのピンダロス風韻律形式 石橋道大 

 ゲーテ時代の心態詞 岩崎英二郎 

 Goethes Weg zum Fernen Osten Naoji KIMURA 

 Orpheus in Frankreich Ralph-Rainer WUTHENOW 

1999 (41) 

 最期のことばの虚実－ゲーテは死に際にほんとうに「もっと光を」と言ったか－ 

信岡資生 

 ゲーテの『ノヴェレ』（1827）－ドイツ短編小説の原像と命運－ 深見茂 

 ヘーゲルとゲーテ 森良文 

 ゲーテにおけるスピノザ主義者の誕生 小岸昭 

 ゲーテと旧約聖書 鵜殿博喜 

 啓蒙主義と反ユダヤ主義－レッシング『ユダヤ人』読解のために－ 小泉進 

 ハイネとベルネのゲーテ受容－ユダヤ性との関連において－ 木庭宏 

 完全な一致－ゲーテの『親和力』におけるエードゥアルトとオティーリエの愛と死

について－ 廣澤絵里子 



 外観と存在－『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』における服装描写－ 大杉

洋 

 リルケとゲーテ 伊藤卓立 

 崇高な山－ゲーテ鉱山学の位相－ 柴田陽弘 

 牧歌の空間と時間－ゲスナーの牧歌における記念碑のモティーフをめぐって－ 濱

中春 

 Goethe und Aufklärung—Unter der Vormundschaft der Natur— Yoshihito MORI 

1998 (40) 

 Geleitwort Hiroshi OGURI 

 Begrüßungsansprache anläßlich der Jahresversammlung der Goethe-Gesellschaft am 29. 

August 1997 Nils GRUEBER 

 Die Architektur als verstummte Musik Takeo ASHIZU 

 Die Stimme und der Schatten. Zu Goethes "Iphigenie auf Tauris" Kenji HARA 

 Zwei Liebesarten und Dichterbilder in der deutschchen Elegie. Goethes "Römische Elegien" 

und Mörikes "Die schöne Buche" Takuo SATO 

 Heckenausdrücke in Goethes naturwissenschaftlichen Schriften Michiko UEKI 

 Vermittlung und Vereinigung. Goethe und Werther zwischen Rousseau und Linné 

Tatsuyuki KAMIO 

 Goethes frühe Briefe und der Briefroman "Werther". Eine computergestützte Studie zum 

Wortschatz der Frömmigkeit Sukeyoshi SHIMBO 

 Schillers "Kabale und Liebe" als Tragödie der standesgebundenen Liebe Motoyasu 

NAKAMURA 

 Japanisches und europäisches Frühlingsfest. Mit einem Blick auf den volkskundlichen 

Hintergrund des "Walpurgisnachtstraums" in Goethes "Faust I" und seine Ballade "Die erste 

Walpurgisnacht" Yoshito TAKAHASHI 

 Schillers "Wilhelm Tell" in der ersten Hälfte der Meiji-Zeit Naoichi NAKA 

 Katsuichiro Kamei und Goethe. Ein Fall der Goethe-Rezeption in Japan Iwao TANAKA 

 Goethe und Georg Fuchs. Die Erschaffung neuer Theaterräume und die Revolution der 

Schauspielkunst Soichiro ITODA 

 Die Zeichenlehre bei Novalis Ayako NAKAI 

 Goethe und die Wiener Moderne Naoji KIMURA 

1997 (39) 

 風景画家としてのアーモル－ゲーテとイタリアの風景－ 林正則 



 世紀転換期におけるゲーテ受容の諸相 神品芳夫 

 ゲオルゲとゲーテ－受容と自律の緊張関係－ 富岡近雄 

 カール・クラウスにおけるゲーテ－生と文化の理念の代名詞として－ 木下康光 

 ホフマンスタールのゲーテ像－両極を重ね合わせる視線－ 畠中美菜子 

 ディルタイのゲーテ受容－『体験と文学』について 水上藤悦 

 ＜私＞の歴史的性格－自伝と自然科学－ 岩村行雄 

 ゲーテとカトリック的ロマン主義美術－リーペンハウゼン兄弟－ 眞岩啓子 

 ゲーテ『ファウスト』の「宗教観」－インド哲学との接点において－ 大村英繁 

 ドイツにおけるディドロ受容の思想史－レッシングとゲーテ－ 渡邉直樹 

 ユストゥス・メーザーの道化擁護論－『ハルレキン、あるいはグロテスク滑稽の弁

護』をめぐって－ 小島康男 

1996 (38) 

 「歓喜に寄す」－シラー・ベートーヴェン・ゲーテ－ 神代尚志 

 特集 新しいファウスト像を求めて 

 ファウスト・イデオロギーの克服 木村直司 

 『ファウスト』をどう読むか 小栗浩 

 戦後の『ファウスト』演出 岩淵達治 

 「永遠の女性」と雲 芦津丈夫 

 『若きヴェルテルの悩み』における書字と逃走 神尾達之 

 ゲーテのインド体験と対象的詩作 友田孝興 

 文体統計論的にみた『ゲーテ・シラー往復書簡集』の特性 新井皓士 

 ゲーテとラウクハルト－フランス従軍に関連して－ 上西川原章 

 十八世紀における陰謀説の諸相 斎藤太郎 

 Ｊ・Ｍ・Ｒ・レンツ『感傷的な魂のための哲学講義』について 岡田恒雄 

 ゲーテと現代自然科学 小崎順 

 Rahel Levin-Varnhagen "Und sterb' ich-such alle meine Briefe" Kikue WILHELM 

1995 (37) 

 ゲーテにおける牧歌的世界－『アレクシスとドーラ』をめぐって－ 小松原千里 

 ゲーテとシラー－シンポジウムにあたって－ 中村元保 

 『ヴァレンシュタイン』の成立とゲーテ 津田保夫 

 シラーの詩的言語観と牧歌の不可能性－ゲーテの牧歌と悲歌から放たれる光に導か

れつつ－ 神尾達之 

 ヴァイマル宮廷劇場とイフラント客演－ゲーテとシラーの演技観－ 渡邉哲雄 



 ドイツ古典主義における「様式」への意志－モーリッツ、ゲーテ、シラー－ 山本

惇二 

 四行詩「眼が太陽のようでなかったならば……」について－その成立史と思想的背

景－ 加藤好光 

 若きゲーテの魔術的・カバラ的世界 小岸昭 

 ゲーテを読むゲーテ－『ズライカの巻』はどう読まれるか－ 石原次郎 

 十八世紀後半の時代思潮とフリードリヒ・ニコライの『ゼバルドゥス・ノートアン

カー』 渡部重美 

 フーフェラントのヒューマニズム 木村直司 

 ロマン主義的ディオニュソス像の一断面－シェリングからニーチェへ－ 高橋明彦 

 二人のプロテウス－ヘルマン・バールのゲーテ観をめぐって－ 神野眞悟 

 ドイツ教養主義の歴史と概念 ユルゲン・ヤーコプス 小栗浩訳 

1994 (36) 

 アーサー王物語の系譜 平尾浩三 

 特集 ゲーテとロマン主義－新しい座標軸を求めて－ 

 ゲーテとロマン主義 薗田宗人 

 メールヒェン考－ゲーテからノヴァーリスへ－ 今泉文子 

 ベッティーナの『マイスター』批判－ミニヨンをめぐって－ 渡邉洋子 

 ゲーテにおける自然研究と言語－ローマン派との接点を求めて－ 林正則 

 忘却と想起－ゲーテとロマン派における死と再生のモティーフ－ 深見茂 

 『ヴェルター』試論－物語の構造と展開－ 佐藤拓夫 

 平戸間の観客に語りかけるメフィストフェレス 瀧内槇雄 

 ゲーテの＜デモーニシュなもの＞をめぐって－「ゲーテとベンヤミン再論」－ 浅

井健二郎 

 古典期ワイマルの一面－Ｆ・Ｊ・Ｊ・ベルトゥフの生涯－ 小栗浩 

 クレーメンス・ブレンターノのバラード『ローレ・ライ』成立に関する一考察－詩

的想像力の問題を中心に－ 山下剛 

 Ｗ・ベンヤミンとＷ・ｖ・フンボルト－翻訳思想史の一断面－ 三ツ木道夫 

 新渡戸稲造とゲーテ 新妻篤 

1993 (35) 

 Das Kindesmörderin-Motiv und die bürgerliche Moral bei Goethe und 

Wagner     Motoyasu NAKAMURA 

 Höltys Gedicht "Die Schale der Vergessenheit"     Michio ISHIBASHI 



 Sozialkritik und Theaterspaß. J.M.R.Lenz' Komödie "Die Soldaten"     Ken-ichi SATO 

 Zum Chronotopos der "Lehrjahre"     Keiji FUJII 

 Das nicht gelöste "Rätsel". Ein Aspekt der "Alexis und Dora" Rezeption     Iwao TANAKA 

 Schillers Bemühen um Grundlegung zu seiner "Metaphysik des Schönen". Ein Versuch über 

seine "Kallias-Briefe"     Katsuhiko NAITO 

 Goethes antimetaphysische Sprachansicht     Teizo YAMADA 

 Die Kraft der Spiegelung. Zur Spiegelmetaphorik der Frühromantik     Schuichi ITO 

 Andreaes "Chymische Hochzeit" und Novalis     Ayako NAKAI 

 Robert Musil und Goethe     Kenji HARA 

 Kenji Miyazawa und Goethe     Yoshito TAKAHASHI 

 Hufeland und Ogata Koan     Naoji KIMURA 

 Goethes "Pandora" als Nänie auf Schillers Tod     Katharina MOMMSEN 

1992 (34) 

 特集 ゲーテ時代と旧約聖書 

 ゲーテ時代の文学者たちと旧約聖書をめぐる時代の状況 七字慶紀 

 ハーマンの「十字架の文献学」－「言語的」世界とその「予型的」解釈－ 川中子

義勝 

 ヘルダーと『雅歌』 會津伸 

 ゲーテから見た旧約聖書 波田節夫 

 追放された楽園－Ｆ・シュレーゲルにおける世俗化の問題－ 高橋明彦 

 クロプシュトックとフランス革命 坂田正治 

 フリードリヒ・シュレーゲルにおける「インド」の位置 中村元 

 史劇『エグモント』 菊池良生 

 Ｃ・Ｇ・ユングとゲーテ－精神的伴侶としての『ファウスト』－ 池田紘一 

 『欺かれた女』とホモ・セクシュアリティーの問題－トーマス・マンとゲーテの

「晩年の恋」－ 福元圭太 

 ドイツ語音声学とゲーテ 西潟和宏 

 Einfühlung und Verfremdung in Herders Hermeneutik Hans Dietrich IRMSCHER 

1991 (33) 

 ゲーテの抒事詩－「峯々にいこいあり」をめぐって－ 二宮まや 

 ゲーテにおける「文化」の概念について 今井道兒 

 諦念としての小説－ゲーテの小説理論に関する考察－ 山野井裕義 

 『ヴェルテル』の中の若い農夫のエピソード－市民社会と自然－ 河原俊雄 



 画家ゲーテ 糸井透 

 『イタリア紀行』－ブレンナー峠からヴェネーツィアまで－ 小塩節 

 イタリアの光と闇－ゲーテ『ローマのカーニヴァル』をめぐって－ 林正則 

 ヘルダーのイタリア旅行－ゲーテ受容の一断面－ 嶋田洋一郎 

 ロマン主義ロマン理論の展開－フリードリヒ・シュレーゲルの『マイスター批判』

を中心に－ 伊藤秀一 

 「岩石の親和学」－ヴェルナーの『発掘物の外的特徴』をめぐって－ 柴田陽弘 

 創作メールヘンの中の民話観－社会的蔑視から歴史的距離－ 鍛治哲郎 

 プラーテンのガゼール 石橋道大 

 Goethes drei Schweizer Reisen—Metaphern seiner Repräsentationsmodi— Jutta Van 

SELM 

 朝日英夫前会長を悼む 星野慎一 

1990 (32) 

 ゲーテ色彩論と近代科学 河本英夫 

 「薄明」の光学としての『色彩論』－ゲーテとライレッセ－ 前田富士男 

 異端者の色彩論 高橋義人 

 ゲーテとリヒテンベルク 松村朋彦 

 ゲーテとモーツァルト 芦津丈夫 

 ゲーテのダンテ論 高木昌史 

 『親和力』における対話 植木迪子 

 『親和力』における展開 原研二 

 二つの干拓工事－『白馬の騎手』と『ファウスト』－ 宮内芳明 

 ヒュメナイオスの秘儀－Ｊ・Ｇ・ハーマンの婚姻論－ 川中子義勝 

 Ｊ・Ｍ・Ｒ・レンツの喜劇『哲学者は友等によって作られる』－人間批判と茶番劇

－ 佐藤研一 

 インマーマンとメンデルスゾーン－劇場改革の理念と現実－ 井戸田総一郎 

 Grußwort Jörn Göres 

 Ein Dornburger Gedicht Goethes Werner Keller 

1989 (31) 

 ゲーテと我々 小栗浩 

 ゲーテと近代小説 亀谷敬昭 

 『西東詩集』をめぐって－オリエントとの関わりで－ 鈴木邦武 



 際限なき好奇心のはざまで－ファウスト・テーマの成立について－ Ｈ・Ｊ・クロ

イツァー 米井巌訳 

 「若きゲーテ」における限界の意識 前田和美 

 ゲーテとヴェネチア 薗田宗人 

 枠物語としての『ドイツ避難民閑談集』－「座」の構成を中心に－ 平田達治 

 ヘルダーリンの「ライン河」とゲーテ 横田ちゑ 

 フランス革命と世界旅行－ゲオルク・フォルスターの発展の軌跡－ 船越克己 

 インマーマンとゲーテ 平川要 

 ゲーテ賞受賞論文 

 「病める王子」の快癒－『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』試論－ 田中岩

男 

1988 (30) 

 Grußwort Karl-Heinz HAHN 

 Goethe, die Astrologie und die griechische Tragödie     Kenji OKUBO 

 Werther als Schwärmer. Zur Genese eines "heterogenischen" Geistersehers.     Sukeyoshi 

SHIMBO 

 Goethe als Bewundrer des Wielandschen Gedichts "An Psyche"     Setsuo HATA 

 Goethes Sprachauffassung in der "Farbenlehre" und im "West-östlichen 

Divan"     Yoshinori SHICHIJI 

 Goethes "Wahlverwandtschaften" und der moderne realistische Roman     Yoshiaki 

KAMETANI 

 Gestaltungsprinzip des "Buches Suleika" im "West-östlichen Divan"     Jiro ISHIHARA 

 Zur Voraussetzung von "Faust II"-Interpretation     Masami TSUZUKI 

 Hamann in Japan     Daizo NAGAYA 

 Antagonistischer Triangel von Wissen, Geld und Liebe. Problematisierungen der 

bürgerlichen Wertprinzipien in Lessings Jugendlustspiel "Der junge Gelehrte"     Teruaki 

TAKAHASHI 

 Beobachtung und Sprachkritik bei Lichtenberg     Teizo YAMADA 

 W.v.Humboldt und die öffentliche Erziehung     Naoichi NAKA 

 Über Benjamins "Goethes 'Wahlverwandtschaften'"     Tetsuya YOSHIDA 

 Eine japanische Ausgabe von Taylors "Faust-Übersetzung"     Naoji KIMURA 

 Goethe und Österreich     Manfred OSTEN 

1987 (29) 



 特集・ゲーテと音楽（その２） 

 ゲーテと音楽－眼と耳－ 芦津丈夫 

 音楽、ゲーテの場合 内藤道雄 

 ゲーテとドイツ・リート－その有節形式と通作形式とのはざまで－ 喜多尾道冬 

 名状しがたいものが、ここになしとげられた－ゲーテの『ファウスト』の音楽化に

ついて－ 好村富士彦 

 グノーのオペラ『ファウスト』 恒川隆男 

 ヴァーグナー、ゲーテとハンス・ザックス 高辻知義 

 ゲーテとリヒャルト・シュトラウス 田辺秀樹 

 今世紀におけるゲーテの歌曲－Ｈ・プフィツナーの『暗い王国』を中心として－ 

松尾直美 

 木下杢太郎とゲーテ－昭和六十一年日本ゲーテ協会通常総会における講演－ 新田

義之 

 処刑の唄－「魔女」グレートヒェンをめぐって－ 小岸昭 

 「対象的文学」としての『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』－その小説構造

の一考察－ 田中岩男 

1986 (28) 

 特集・ゲーテ時代の言語論 

 ゲーテ時代の言語観 七字慶紀 

 Ｊ・Ｇ・ハーマンの詩的言語観 長屋代蔵 

 ヘルダーの言語観 高橋明彦 

 ゲーテの言語理論の射程 森淑仁 

 フンボルトの初期言語論 木村直司 

 ドイツ・ロマン派の言語観－始原への憧憬から言語学へ－ 薗田宗人 

 菩提樹のあるところ－「フィレーモンとバウツィスの場面」について－ 中村志朗 

 リルケとゲーテ 新妻篤 

 ＜円＞と＜はざま＞－ゲーテとハイデガーの＜差・異＞に関する覚え書－ 石光泰

夫 

 歴史文学としてのゲーテの『ファウスト』 ウルリヒ・ガイヤー 小栗浩訳 

 Festansprache auf der Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar Yoshinori 

SHICHIJI 

1985 (27) 

 Persönlichkeiten um Goethe (3) 



 Wieland—Der undeutsche Klassiker— Keizo MIYASHITA 

 Adolf Freiherr von Knigge—Aus den Gestalten der Goethezeit— Keiichiro KOBORI 

 Marianne von Willemer—Eine Skizze ihres späteren Lebens— Hiroshi OGURI 

 Goethe und die Kunsttheorie der Renaissance Yoshiki KATSURA 

 Der Grundcharakter von Goethes Weltverständnis Takara DOBASHI 

 Goethe und Hegel—List der Natur und List der Vernunft— Naonosuke SASAKI 

 Goethes Ganglehre—Aspekte der Gangtheorien 18. Jahrhunderts— Takahiro SHIBATA 

 Die Veränderung des Symbol-Begriffs bei Goethe Junichi TOYODA 

 "Die Wahlverwandtschaften" und "Die Farbenlehre" Kihachi SHIMOMURA 

 Über Mignons Heimat Tomohiko MATSUMURA 

 Goethes Shakespeare-Rezeption auf der Weimarer Bühne—Drei "Hamlet"-Inszenierungen 

als Beispiel— Masato MURAYAMA 

 Kafka und Goethe—Aus der "Beschreibung eines Kampfes" und "den Leiden des jungen 

Werther"— Takahiro ARIMURA 

 Die Entstehung eines Goethe—Essays Tomozo YAMAGUCHI 

1984 (26) 

 ゲーテ没後百五十年記念講演から 

 共同性と沈黙－ゲーテの二重性－ 柴田翔 

 ゲーテの詩 福田英男 

 ゲーテとヴァイマル 小栗浩 

 ゲーテと日本人 星野慎一 

 ゲーテと私 高橋健二 

 詩の往き交いと競い合い－『西東詩集』理解のために－ 菊池栄一 

 特集・ゲーテ時代のドイツ人たち（その二） 

 カントにおける自由概念の形成とその四つの意味について 門脇卓爾 

 エッカーマン問題 山下肇 

 ミュンスターのハーマン 長屋代蔵 

 ヘルダーリン覚え書－詩「生の半ば」の成立をめぐって－ 井原恵治 

 日本ゲーテ協会会長賞受賞論文 

 『タウリスのイフィゲーニエ』試論 高橋行徳 

 Mit dem Blick auf Goethe—Benno Reifenberg und die Mächtigkeit der Erinnerungskraft— 

Wolfgang Wilhelm 

1983 (25) 



 Vorwort Eiichi KIKUCHI 

 Die Goethe-Rezeption in Japan - Naoji KIMURA 

 Goethes Methode und die Japaner -  Juichi TAKIZAWA 

 Goethes Liebesauffassung-im Vergleich mit derjenigen in der japanischen Literatur- Hiroshi 

OGURI 

 Der Augenblick in der Poesie-Goethe und Basho- Takeo ASHIZU 

 Geistige Hintergründe der "Chinesisch-Deutschen Jahres- und Tageszeiten"-Verwandlung 

versus Vergänglichkeit- Naokazu KANEKO 

 Goethe und Dante-Zur Neudeutung der Klassizität- Masayuki MIKI 

 Die Gestalt und die Gestaltung des Keisers Maximilian I. im "Götz von Berlichingen" 

Hiroshi EMURA 

 Zur neuen Interpretation von Goethes "Iphigenie auf Tauris"-Der motivische 

Zusammenhang zwischen den drei klassischen Dramen- Masami TSUZUKI 

 Anmerkungen zur deutschen Klassik-Goethes "Römische Elegien"- Keiji KATO 

 "Der Großkophta" oder das Ende der klassischen Harmonie Sho SHIBATA 

 "Im Hafen" und "Die Götter Griechenlands"-Zwei Beispiele für Heines Polemtik gegen das 

Weltbild deutscher Klassik- Mutsumi HAYASHI 

1982 (24) 

 特集・ゲーテ時代のドイツ人たち 

 ゲーテ没後百五十年祭にあたって デートレフ・リューダース 

 ゲーテ時代のドイツ人たち－1798 年の文学地図序説－ 中田美喜 

 フリードリヒ大王 小城正雄 

 ザクセン＝ワイマル大公カール・アウグスト－小国啓蒙絶対君主の志向と現実－ 

坂井栄八郎 

 クラウゼヴィッツ 篠田英雄 

 クラウディウスの転回 轡田収 

 ヒューマニストとしてのヘルダー 藤平悳郎 

 シラーとゲーテ－『ビュルガーの詩について』まで－ 野島正城 

 Ｊ・Ｈ・Ｗ・ティッシュバインの『自伝』とゲーテ 菊池壬子郎 

 Ｃ・Ｗ・フーフェラント 富士川英郎 

 ヴィルヘルム・フォン・フンボルト 亀山健吉 

 アレクサンダー・フォン・フンボルト 大森道子 

 Ｋ・Ｆ・シンケル 高橋健二 

 Die >Xenien<, eine ≫wahre poetische Teufelei≪ am Beginn der >Kanonbildung< 

Eberhard Scheiffele 



 Grußwort zum Goethe-Gedenkjahr 1982 Detlev Lüders 

1981 (23) 

 特集・ゲーテ研究の最近の動向 

 Ｇ・シェーダーの新しいゲーテ研究－『神と世界』について－ 芦津丈夫 

 Ｄ・クーンとレオポルディーナ版ゲーテ自然科学全集 高橋義人 

 Ｇ・ディーナーによるゲーテの心理学的世界の解明 宇津井恵正 

 ゲーテにおける自然と芸術の間 森淑仁 

 ゲーテの体験詩の構造的考察－Ｍ・ヴュンシュ『ゲーテの抒情詩の構造的変化』－ 

小泉進 

 ゲーテの小説研究の現状 木村直司 

 『エルヴィーンとエルミーレ』 小宮曠三 

 ゲーテの詩「月に」の改稿成立をめぐって 小笠原茂介 

 「注と論考」の「アラビア人」の項について 鈴木邦武 

 ゲーテにおける詩と根源現象 友田孝興 

 最近におけるヘルダー研究の動向 七字慶紀 

 Warum wird Goethe in Japan gern gelesen? Shin-ichi HOSHINO 

1980 (22) 

 『ファウスト第一部』私見 小栗浩 

 『ファウスト』のエピローグの問題 道家忠道 

 ファウストにおける自己完結－「留まれ、お前はいかにも美しい」に関する解釈－ 

加藤慶二 

 『ファウスト』私論 藤戸正二 

 ユングにおける『ファウスト』の意味 野田倬 

 ヴィーラント『アーガトン物語』－その「決定稿」への疑問－ 上西川原章 

 ゲーテと敬虔主義 伊藤利男 

 様式化への意志－『演劇使命』から『修業時代』へ－ 田中岩男 

 『植物のメタモルフォーゼ』の言語表現－ゲーテの自然科学を理解するための一つ

の試み－ 林正則 

 ゲーテの時間意識－『詩と真実』を中心に－ 三木正之 

 錯乱の構図－クライストとゲーテ－ 中村志朗 

 『ワイマルのロッテ』－ゲーテとの「神話的同一化」について－ 櫻井泰 

 Kleist und Goethe-eine Fabel- Klaus WILLE 



 Briefwechsel zwischen Christian August Vulpius und Joseph von Hammer-[Purgstall] aus 

dem Jahr 1820 Ingeborg H. SOLBRIG 

 インゲボルク・ゾルブリヒ教授のこと 菊池栄一 

1979 (21) 

 「行為」とメフィストーフェレスの出現－『ファウスト』第一部、「書斎の場Ｉ」

をめぐって－ 柴田翔 

 悟浄とファウストに於ける狼疾性とダーバール 長谷川勉 

 侏儒の旅－ホムンクルス考－ 小岸昭 

 ゾルゲによるファウスト失明の意味 鈴木威 

 シュトラースブルク時代のゲーテの抒情詩における「時間」 清水豊明 

 若きゲーテにおける形式への意志－プロメトイス的、ガニュメート的な形姿化の原

理－ 都築正巳 

 『エミーリア・ガロッティ』と『若きウェルテルの悩み』 小泉進 

 ヘルダーと≪Anthologia Graeca≫ 新井靖一 

 フリードリッヒ・シュレーゲルとゲーテ 山本定祐 

 カリオストロと『大コフタ』 江村洋 

 『遍歴時代』の構造 大久保健治 

 ゲーテの真理概念について 森淑仁 

 現代におけるゲーテの歌曲 松尾直美 

1978 (20) 

 Die Goethe-Gesellschaft in Japan und das Goethe-Jahrbuch-Ein Rückblick Präsident Morio 

SAGARA 

 Goetheforschung in Japan-Vor dem Krieg- Kenji TAKAHASHI 

 Goetheforschung nach 1945 Masami TOBARI 

 Goethe und das japanische Publikum Schin-ichi HOSHINO 

 Goethe im Lichte der Mori Ogwaischen Übersetzungskunst Kei-ichiro KOBORI 

 Die Wertherwirkung in Japan Naoji KIMURA 

 "In diesem Sinne kannst du's wagen"-Goethes "Faust" auf der japanischen Bühne- Keizo 

MIYASHITA 

 Goethe und die japanischen Philosophen Robert SCHINZINGER 

 Goethe und die östliche Geistigkeit-im Zusammenhang mit Herder- Hiroshi OGURI 

 Naturbilder in der Lyrik Goethes und japanischer Dichter Yoshio KOSHINA 

 Das Wandermotiv bei Goethe und in der japanischen Dichtung Kuniyo TAKAYASU 



 Yukio Mishima und Goethe Yoshito TAKAHASHI 

 Deutsche und japanische Chiffregedichte-Zum Verständnis des "West-östlichen Divans"- 

Eiichi KIKUCHI 

 Nachwort Hideo ASAHI 

1977 (19) 

 特集・ゲーテと音楽 

 ゲーテと音楽 属啓成 

 ゲーテの音楽性をめぐって 渡辺健 

 ゲーテと音楽 鈴木甫 

 ゲーテとその時代のリート理論 石井不二雄 

 ゲーテの作品における歌劇性 鵜川義之助 

 ゲーテと民謡 赤井慧爾 

 短調問題のゆくえ 酒田健一 

 ゲーテの詩によるドイツ歌曲 志田麓 

 ゲーテとモーツァルトの親近性 植村敏夫 

 ゲーテとカルル・フリードリヒ・ツェルター－彼らの初期の文通について－ 高辻

知義 

 ゲーテとパガニーニ 佐々木庸一 

 劇場監督としてのゲーテ 荒井秀直 

1976 (18) 

 特集・ゲーテと美術 

 ゲーテとレオナルド・ダ・ヴィンチ 下村寅太郎 

 ゲーテとハインリヒ・マイヤー－「新ドイツ、宗教的愛国的芸術」－ 木村直司 

 『プロピュレーエン』と懸賞美術展について 増田義男 

 ゲーテとフィリップ・ハッケルト 菊池壬子郎 

 『自然研究への道』－パウル・クレーにおけるゲーテ－ 前田富士男 

 ルンゲとゲーテ 豊田順一 

 ゲーテとギリシア美術 澤柳大五郎 

 ゲーテとドイツ・ゴシック美術 野島正城 

 ゲーテとバロック的教養書『学識の香炉小箱』との関係 波田節夫 

 ゲーテとラオーコオン群像－空間芸術における時間－ 芦津丈夫 

 『収集家とその友人達』 関徹雄 



1975 (17) 

 特集・旅のゲーテ（その２） 

 ゲーテとハルツ旅行 丸山武夫 

 ゲーテのベルリーン旅行 今井道児 

 ボヘミアの旅－カールスバート、マリーエンバートその他－ 山下肇 

 『遍歴時代』における諦念について 中村恒雄 

 ゲーテの「世界文学」要請について 大沢峯雄 

 ファウストと憂い－大五幕解釈の試み－ 小栗浩 

 『ヴェニス短詠』の美学 万足卓 

 ゲーテとコーラン 鈴木邦武 

 ゲーテとヘルダーリンにおける見ることと聞くこと 野村一郎 

 ゲーテと初期トーマス・マンの芸術観 片山良展 

 バルラハとゲーテ 小塩節 

1974 (16) 

 特集・旅のゲーテ（その１） 

 ゲーテの第一次スイス旅行 氷上英廣 

 ゲーテの第二次スイス旅行 高橋健二 

 ゲーテの第三次スイス旅行 増田義男 

 若きゲーテのライン旅行－1772 年と 1774 年－ 斎藤栄治 

 ゲーテ晩年のライン・マイン旅行 星野慎一 

 デモーニッシュなもの 藤井外輿 

 ゲーテにおける「愛」の諸段階 田中健二 

 ゲーテ時代におけるハンス・ザクス像の形成 轡田収 

 ゲーテとクライスト－彼らの短篇小説について－ 浜中英田 

 ゲーテとヘルダーリン 野村一郎 

 シュティフターのゲーテ接近とその問題点－特に、書簡を中心にして－ 米田巍 

 ニーチェにおけるゲーテの様式化－とくに『人間的な、あまりに人間的な』につい

て－ 秋山英夫 

 ゲーテの『魔笛第二部』 平井正 

 叙事詩としての『ヘルマンとドロテーア』 岡崎初雄 

 『ファウスト』の時間形成 都築正巳 

 受賞論文 Schillers Meister-Kritik の摘要 小泉進 

1973 (15) 



 ガリーツィン侯爵夫人とゲーテ 戸川敬一 

 ゲラートとゲーテ 永松譲一 

 ゲーテの初期の詩における「時間」 清水豊明 

 ゲーテとゲオルゲ 林秀之 

 『西東詩集』における歌びとと詩人 宇津井恵正 

 Ｆ・シュレーゲルのマイスター論について 関徹雄 

 ゲーテの中年期への移行－『メルヒェン』試論－ 小岸昭 

 ヴェールターにおける≪Liebe≫と≪Tod≫ 大久保進 

 ヴェールテル遠望 水谷洋 

 近代小説史におけるヴェルテルの地位 山口和雄 

 （古典紹介） 

 ハンマー訳「ハーフィズ詩集」について 菊池栄一 

1972 (14) 

 自然科学特集 

 生物学的原型観の系譜とゲーテの位置 沼田真 

 試論－私にとってのゲーテの生物学－ 遠藤善之 

 ゲーテは何故 医学へ関心を有するに到ったか 藤森速水 

 現代の形態学とゲーテの形態学－一病理形態学者の立場から－ 松本武四郎 

 ゲーテとリンネとの関係 大森道子 

 ゲーテと進化論 高橋義人 

 ゲーテとアグリコラの『デ・レ・メタリカ』 飯田賢一 

 ゲーテの色彩円について 毛利浄賢 

 直覚的悟性に就いて 村岡一郎 

 「ファウスト」の地の霊と青年詩人ゲーテの自然観 松山武夫 

 ゲーテとクザーヌス－『ファウスト』に現われる自然・人間・神の観点から－ 坂

本堯 

 ゲーテの宇宙発生論の自然科学的意義について 木村直司 

 Zeitgenosse im chemischen Zeitalter. Zu Goethes Rezeption der Chemie Peter KAPITZA 

1971 (13) 

 ゲーテ晩年の宗教性と宗教観（１）－エッカーマンとの対話から－ 小池辰雄 

 ゲーテの文学理論 中島勝 

 ゲーテにおける形成 Bildung と教育 Erziehung ヴォルフガング・ヴィルヘルム 

福田宏年訳 



 ゲーテと音楽教育 佐々木庸一 

 マカーリエ－『ヴィルヘルム・マイスター』論の一環として－ 奥津彦重 

 『五十才の男』について 小城正雄 

 リリー・シェーネマンについて 熊田力雄 

 『メールヘン』解釈序説－歴史的展望と可能性－ 小林健祐 

 ゲーテとルートヴィヒ・クラーゲス－ゲーテの『ファウスト』の「悲劇」の意味に

ついての一考察－ 千谷七郎 

 若き日のゲーテとヘルダー－シェイクスピアをめぐって－ 江村洋 

 紹介と批評 

 二十世紀におけるファウスト 徳沢得二 

 グスタフ・シュトレーゼマンの『ゲーテとナポレオン』をめぐって 菊池栄一 

1970 (12) 

 ゲーテ その生きかた 中村恒雄 

 ゲーテの諦観思想 古館喜代治 

 ゲーテの芸術解釈－シュタイガーの "Die Kunst der Interpretation"と関連して－ 河

野収 

 ゲーテとメーリアン聖書 波田節夫 

 ゲーテの古典主義の再検討 小笠原茂介 

 ゲーテの「親和力」について 八木裕 

 ファウストと憂い－問いの構造契機及びヒュギヌスの寓話２２０番をとおしての一

試論－ 加藤慶二 

 彫塑的な言語－ゲーテの様式－ 水野忠敏 

 ゲーテとカフカ 藤戸正二 

 石の Metaphorik 序説 滝沢寿一 

 森鴎外とゲーテの「ファウスト」 小堀桂一郎 

1969 (11) 

 「自然の単なる模倣、マニーア、様式」について 関徹雄 

 レッシングとゲーテ－そのシェイクスピア観をめぐって－ 鈴木邦武 

 ゲッツの構造について 中島明彦 

 「ヴェルテル」の宗教的問題性 木村直司 

 ゲーテの小説における≪水の肯定≫と≪水の否定≫－≪ヴェールター≫から≪修業

時代≫へ－ 小岸昭 

 アルチェステとイフィゲーニエ 新田義之 



 ナウシカーの行方 大久保健治 

 ファウストに於ける「言」と「業」の狭間 長谷川勉 

 戦後ファウスト論の一面 梶野啓 

 「グレートヘンとその歌」－ゲーテのファウストから－ 上野理子 

 懸賞論文 

 自然科学者としてのゲーテ－理念と経験－ 山本定祐 

1968 (10) 

 「ファウスト」研究特集 

 日本ゲーテ協会再建十周年にあたって－協会および年鑑の沿革－ 会長 相良守峯 

 ファウストの死と賭と救済 相良守峯 

 メフィストーフェレスについて 徳沢得二 

 ゲーテのファウストに於ける「魔性のもの」に就いて 梶野あきら 

 「ファウスト第一部」における「森と洞窟」の場について 大畑末吉 

 「母たちの場」の「空虚」の解釈 松山武夫 

 宮廷のファウスト 小栗浩 

 「トゥーレの王」覚書 小塩節 

 Ernste Scherze としての「ファウスト」 高橋健二 

 ファウストの視覚言語あるいは作像の秘密 水野忠敏 

 「ファウスト」のドラマツルギー的考察 藤戸正二 

 神聖悲劇か断片か－ファウスト断簡論争－ 越塚信行 

 「ファウスト」第二部の上演 小宮曠三 

 世界文学はゲーテにとってどんな概念か Ｈ・Ｊ・シュリンプフ 菊地栄一訳 

1967 (9) 

 ゲーテの小説特集 

 親和力－晩年のゲーテへの一考察として－ 高木久雄 

 「親和力」批評史へのひとつの試み 桜井正寅 

 グリルパルツァーの「親和力」批判をめぐって 波田節夫 

 ヴィルヘルム・マイスター演劇使命 登張正実 

 ヴィルヘルム・マイスターの修業時代－市民的教養小説－ 義則孝夫 

 「徒弟時代」における生活理念の本質について 宇津井恵正 

 「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」覚え書 柏原兵三 

 「ヴィルヘルム・マイスター徒弟時代」のミニヨンのこと 大和耿子 

 「遍歴時代」の短篇 奥野寿美子 



 「ノヴェレ」について－その構成をめぐって－ 大沢峯雄 

 ゲーテの「メールヘン」 飯吉光夫 

 「わかきウェルテルのなやみ」の文学的方法 道家忠道 

 Gedanken über "Die Leiden des jungen Werther" Ryogi OKOCHI 

1966 (8) 

 ゲーテの戯曲 

 「恋人の気紛れ」と「同罪者」 永松譲一 

 ゲッツ小論 市村仁 

 プロメートイス断片をめぐって 高橋重臣 

 ゲーテのメロドラマ－プロゼルピナについて－ 松山武夫 

 『クラヴィーゴ試論』 内垣啓一 

 ゲーテの歌劇 渡辺格司 

 「エグモント」の悲劇的イロニー－デーモンとネメジスとの関連において－ 住吉

勇 

 「タウリスのイフィゲーニエ」に関するひとつの考察－特にドイツ古典主義におけ

る人文主義の問題をめぐって－ 桜井正寅 

 タッソー悲劇の底にあるもの 芦津丈夫 

 フランス革命の周辺から－「大山師」「市民将軍」「反乱者たち」－ 中村英雄 

 「庶出の娘」と書かれざる構想 岩淵達治 

 「パンドーラ」における統一性 猿田悳 

 グレートヘンの歌 万足卓 

 グリルパルツアのゲーテ体験 青木一行 

 ドイツ自然主義とゲーテ 横溝政八郎 

 懸賞論文 

 Über den Turm in Goethes "Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre" Akira KOGISHI 

1965 (7) 

 ゲーテの叙情詩 

 詩集「アンネッテ」 永松譲一 

 シュトラースブルク時代のゲーテの抒情詩 前田和美 

 「五月の歌」について－eine Interpretation－ 森川晃卿 

 ゲーテの童謡 万足卓 

 抒情詩にあらわれたゲーテの女性像 岡崎初雄 

 東と西の出合い－「西東詩集」に関する一つの覚え書き－ 薗田香勲 



 西東詩集の精神 小栗浩 

 ゲーテとカロッサ－老ゲーテの死 "Urworte. Orphisch"の呪縛－ 小島伊三男 

 ゲーテの晩年詩「婚約男」の成立問題 徳沢得二 

 ゲーテ晩年の叙情詩について－特に「花婿」を中心として－ 神崎義一 

 ゲーテ晩年の抒情詩 福田英男 

 ゲーテの「ファウスト」における自由とメフィストーフェレス 小野村胤久 

 ゲーテの色彩論の一考察 毛利浄賢 

 「純粋直観」を行ずる人間 永井博 

 懸賞論文 

 「プロメトイス」断片 清水豊明 

 Goethes Tagebücher als Lektüre R.R. WUTHENOW 

1964 (6) 

 現代思想家のゲーテ観 

 ゲーテとキルケゴール 杉山好 

 ゲーテとヴァーグナー 高橋巌 

 ゲーテとマルクス＝エンゲルス 滝崎安之助 

 アミエルのゲーテ観 滝沢寿一 

 メーリングとゲーテ－フリードリヒ伝説を中心に－ 大畑末吉 

 ジンメルの見たゲーテ－ゲーテの自然観の基礎理念を中心として－ 河原忠彦 

 ゲーテアン、Ａ・ジード 大野俊一 

 ゲーテとヴァレリイ 玉虫左知夫 

 アルベルト・シュヴァイツァーのゲーテ観 小栗浩 

 ゲーテとヤスパース－ヤスパースの「ゲーテ批判」について－ 伴博 

 第５回日本ゲーテ賞当選論文 

 メフィストーフェレスとラモーの甥 大久保健治 

1963 (5) 

 ゲーテと十九世紀写実主義 

 ベルネのゲーテ批判 道家忠道 

 ゲーテとグリルパルツァ 佐藤自郎 

 ゲーテとハイネ－わかいハイネのゲーテ観をめぐって－ 井上正蔵 

 ゲーテとグラッベ－1830 年代とゲーテ－ 小栗浩 

 ゲーテとレーナウ 尾関文二郎 

 メーリケとゲーテ 齋藤栄治 



 ゲーテとシュティフター 藤村宏 

 オットー・ルートヴィヒのゲーテ批判－ルートヴィヒの『シェークスピア研究』に

ついて－ 溝邊龍雄 

 ゲーテとヘッベル 結城謙治 

 ゲーテとビューヒナー 中村英雄 

 ゲーテとシュトルム 五木田浩 

 「ウィルヘルム・マイスター」と「緑のハインリヒ」 伊藤武雄（名古屋） 

 ゲーテとフォンターネ 小川超 

 ゲーテとＣ・Ｆ マイヤー－短篇小説の問題－ 大城功 

 ゲーテとラーベ 伊藤武雄（金沢） 

 ローマからシシリイへの旅－ゲーテの規範と理念－ 角英祐 

 「親和力」解釈へのひとつの試み 桜井正寅 

1962 (4) 

 ゲーテとドイツ・ロマン派 

 ゲーテとジャン・パウル 古見日嘉 

 ゲーテとシュレーゲル兄弟に就いて 石井靖夫 

 ゲーテとヘルダーリーン 浅井真男 

 ゲーテとノヴァーリス 笹沢美明 

 ゲーテとティーク 石丸静雄 

 ホフマンの、そしてゲーテの、音楽礼讃 石川進 

 ゲーテとクライスト 羽鳥重雄 

 フランスにおけるゲーテ 島田謹二 

 フランスにおける『ウェルテル』－比較文学への一つの試み－ 村井勇吾 

 ラインハルトの『ファウスト』について 小宮曠三 

 第３回日本ゲーテ賞当選論文 

 『親和力』研究－西欧近代の人間像の追求とその崩壊の認識－ 柴田翔 

1961 (3) 

 ゲーテとその先達 

 ゲーテとシェイクスピア 橘忠衛 

 ゲーテとヴォルテール 滝沢寿一 

 ゲーテとヴィンケルマン－その古代的使命－ 小野浩 

 クロップシュトックとゲーテ 神品芳夫 

 ゲーテとハーマン 徳沢得二 



 ゼングレの『ヴィーラントとゲーテ』について 斎藤栄治 

 ヨーハン・カスパール・ラーヴァター 菊池栄一 

 ヴァイマルにおけるゲーテとヘルダー－ヘルダーのイタリヤ旅行以前－ 田中健二 

 ビュルガーとゲーテ 井上正蔵 

 諦念 藤井外輿 

 『ファウスト』第二部序曲について 小塩節 

 ゲーテとドイツ方言 田中泰三 

 Barock 時代の抒情詩と Wortspiel 一ノ瀬恒夫 

 Hugo von Hofmannsthal und die Konservative Revolution R.R. WUTHENOW 

1960 (2) 

 ゲーテと現代ドイツ作家 

 ゲーテとハウプトマン 横溝政八郎 

 世紀末のファウスト－若きホーフマンスタールの場合－ 富士川英郎 

 ゲーテとトーマス・マン－特にマンの『ゲーテのファウスト』について 徳沢得二 

 ゲーテとリルケ 星野慎一 

 ゲーテとヘッセ 朝日英夫 

 ゲーテとカロッサ 石中象治 

 ゲーテとシュテファン・ツヴァイク 飯塚信雄 

 ベルゲングリューンのゲーテ観 戸川敬一 

 『ファウスト』の様式的諸問題 藤戸正二 

 『ベネイオス河上流 同上』の場について 熊田力雄 

 『ヴィルヘルム・マイスター』－生活理想の問題－ 中村恒雄 

 『詩と真実』の性格について 大畑末吉 

 『文学的サンキュロット主義』論 中村英雄 

 ゲーテの女形論 菊池栄一 

 ゲーテの芸術観－彼の自然研究との関連において－ 高野巽 

 『ファウスト』の地上の賭に於ける賭物の問題 小堀桂一郎 

1959 (1) 

 ゲーテ年鑑復刊のことば 相良守峯 

 日本ゲーテ協会に寄せる Ｗ・ハース 

 ドイツの新しいゲーテ研究 

 ゲーテ研究者および守護者としてのボイトラー 高橋健二 

 孤独の詩人ゲーテ－ブーフワルトの「ゲーテ時代と現代」を中心に 梶野あきら 



 Ｅ・Ｒ・クルチウスのゲーテ観 大野俊一 

 エムリッヒの「ファウスト第二部の象徴」 中島勝 

 フリトナーの晩年のゲーテ研究について 大和邦太郎 

 ファウストに関するＥ・フランツの新解釈 徳沢得二 

 ホーエンシュタインの「ゲーテ－ピラミッド」について 齋藤栄治 

 ルカーチのゲーテ研究 道家忠道 

 シュリンプの「晩年のゲーテの世界像」について 藤井外輿 

 シュタイガーのゲーテ研究 水野忠敏 

 ベンノー・フォン・ヴィーゼのファウスト研究 福田英男 

 ゲーテ全集・文献・事典について 奥羽彦重 

 シラー生誕２００年記念論文 

 シラーの中間力理念の発展について 新関良三 

 自己実現の問題とシラーとゲーテの出会 Ｒ・シンチンガー 

 


