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西村清和（にしむら・きよかず）

國學院大学文学部教授・東京大学名誉教授（美学・芸術学）

『遊びの現象学』勁草書房，1989 年

『フィクションの美学』勁草書房，1993 年

『現代アートの哲学』産業図書，1995 年

『イメージの修辞学』三元社，2009 年

『プラスチックの木でなにが悪いのか』勁草書房，2011 年



（ 368 ）

執筆者紹介

尼ヶ崎彬（あまがさき・あきら）

学習院女子大学教授（美学・芸術学・舞踊美学）

『花鳥の使―歌の道の詩学』勁草書房　1983 年

『日本のレトリック』筑摩書房，1988 年（ちくま学芸文庫，1994 年）

『ことばと身体』勁草書房，1990 年

『縁の美学―歌の道の詩学Ⅱ』勁草書房，1995 年

『近代詩の誕生―軍歌と恋歌』大修館書店，2011 年

松尾　大（まつお・ひろし）

東京藝術大学美術学部教授（美学）

〔翻訳〕バウムガルテン『美学』玉川大学出版部，1987 年

「フィギュールの翻訳を規定する要因」（『東京藝術大学美術学部紀要』39 号，2003

年，所収）
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Ⅱ　絵画と受容』ありな書房，2014 年，所収）
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作原理」（美学会編『美学』214 号，2003 年，所収）

「キュビスムと色彩──もうひとつの物語」（前田富士男監修『色彩からみる近代美

術』三元社，2013 年，所収）
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no. 16, The Japanese Society for Aesthetics, 2012.


