
 

 

はじめに 
コロナ禍の哲学展開 
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国際哲学研究センターの研究企画「22 世紀の世界哲学構築に向けて」を開始して、すでに 2 年

以上経過した。ほとんどの期間、新型コロナ・ウィルスとの共存のなかで、試行錯誤の連続だっ

た。ウィルスの正体が不明な状態のままで、かつこのウィルスは何度も変異して行った。過度に

防衛的になるもの、比較的楽観的なものまで、幅広いスパンで各人の反応の仕方が分かれた。ほ

とんどのイヴェントは、オンラインを活用したハイブリッド型の運営を行った。 
どのような環境下にあっても、成果は出さなければならない。当初より、一人で考えて構想す

るには荷の重い課題を設定している。そのために複数のメンバーが身の丈を超えた構想力を発揮

しなければ、実行の難しい課題設定だった。やれるだけやっておくというのが基本的な方針であ

る。 
どこにも確定的な条件がない環境下であっても、システムの実効的な作動をどのようにして確

保するかは課題として残り続けた。それに近い条件下で実行された過去の哲学を探し出し、それ

をモデルにするようなことには限界がある。コロナ・ウィルスとの共存というのは、平たく言え

ば、ワクチンの助けをかりながら、このウィルスにうまく感染して「免疫の壁」を作り上げるこ

とである。それは 100 年に一度の「社会実験」でもある。 
大まかな指針として、次世代型の哲学のタイプとして「超越論的経験論」の設定はできたもの

と思う。このとき哲学は、問題の焦点を明るみに出し、複数の選択肢を設定して、哲学はその選

択に協同で取り組むさいの「コーディネータ」あるいは「触媒」の位置を占めることである。そ

こにもさまざまな活動のモードがある。だが各人で工夫しなければならない場所の設定はできた

と思う。 
 
 
※本研究年報は東洋大学重点研究推進プログラム「22 世紀の世界哲学構築にむけて」からの助

成を受けて刊行している。 
 



 

 

Foreword 
Philosophical development during the COVID-19 pandemic 
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It has already been more than two years since the start of the research project, “Toward the World Philosophy 
for the 22th Century,” by the International Research Center for Philosophy. For most of that period, it was a 
series of trial and error in the coexistence with COVID-19. While the identity of the virus remains unknown, 
the virus has mutated many times. This created a wide spectrum of ways in which each person reacted to the 
virus, ranging from acting overly protective to staying relatively optimistic. Most events were held in a hybrid 
fashion using online systems. 

Under any circumstances, we must produce results. From the beginning, we set a highly challenging task 
by conceptualizing and formulating ideas only on an individual basis. The task was difficult to accomplish 
unless multiple members exerted their conceptual skills beyond their abilities. The basic policy is to do as 
much as possible. 

Determining how to ensure the effective operation of the system remained a challenge even under an 
environment where no definite conditions were set. There is a limit to finding and modeling past philosophies 
that had been implemented under highly similar conditions. The Coexistence with the coronavirus means 
getting infected with the virus successfully to build an “immune barrier” with the help of vaccines. It is also 
a “social experiment” that will only occur once every 100 years. 

As a general guideline, we were probably able to set “transcendental empiricism” as a type of next-
generation philosophy. Then, philosophy unearths the focus of the problem, sets multiple options, and 
occupies the position of “coordinator” or “catalyst” in working on those options collaboratively. In that 
process, there are also various modes of activity. However, we were still able to set the place where each 
person is required to be creative. 
 
 
※This annual research report is published with the assistance from the Toyo University Top Priority 
Research Program, “Toward the World Philosophy for the 22th Century.” 
 


