
新型コロナウイルスの危機を、記録物に対するより強力な支援の機会に変える（仮訳） 

Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to 

documentary heritage 

 

新型コロナウイルスの感染拡大は、多くの国で近代史におけるもっとも重大な緊急事態であると宣言

されている。世界がこのような前例のない世界的な危機にいかに対応したかは、将来の歴史の一部にな

るだろう。 

The COVID-19 pandemic has already been declared as modern history’s gravest health 

emergency by many countries. The way the world is responding to this unprecedented global 

crisis will be part of history books. 

 

国立公文書館、図書館、博物館、そして教育機関や研究機関を含めた記録物を保護、管理する機関

は、すでに感染症の広がりとそれが社会に与えた影響を将来の世代が理解するための一助となる決定、

行動を記録している。 

Memory institutions, including national archives, libraries, museums, as well as 

educational and research bodies, are already recording the decisions and actions being made 

which will help future generations to understand the extent of the pandemic and its impact 

on societies.  

 

このような情勢を踏まえ、世界規模での緊急事態の中において、記録物は、政府、市民、国際社会が

過去にどのように感染症に対応してきたかについての歴史的見地を与える、重要な資源である。 

Against this background and amidst this global health crisis, documentary heritage is an 

important resource to provide a historical perspective on how governments, their citizens 

and the international community have addressed pandemics in the past.  

 

いくつかの国では、すでに感染症に関する公的な記録を、きわめて注意深く保存するよう指示が出さ

れている。これは、昨今の状況の重大さを強調しているだけではなく、将来的にこのような危機を理解

し、位置づけ、そして乗り越えるために必要な記録や、情報管理資源を提供する機関としての「記録物

を保護、管理する機関」の重要性を強調するものである。 

Several countries have already issued orders for meticulous preservation of official 

records related to the pandemic. This not only underlines the gravity of the current 

situation, but also highlights the importance of memory institutions in providing the 

records or information management resources necessary for understanding, contextualizing and 

overcoming such crises in the future. 

 

それと同時に、記録物の重要な一面を占める人間の芸術的で創造的な表現に関する記録は、世界的な

規模で社会的つながりや地域コミュニティの復活を実現する資源でもある。 
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 At the same time, records of humanity’s artistic and creative expressions, which form a 

vital part of our documentary heritage, are a source of social connectivity and resilience 

for communities worldwide.  

 

ユネスコは、「世界の記憶」事業を通じて、2015年に採択された「デジタル形式を含む記録物の保護

及びアクセスに関する勧告」の枠組みの中で、すべての加盟国・地域に対して、新型コロナウイルスに

関する公的記録を残すための支援が行えるよう準備している。 

UNESCO, through the Memory of the World (MoW) Programme, stands ready to support all 

Member States who wish to preserve official records related to COVID-19 within the framework 

of the UNESCO 2015 Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary 

heritage including in digital form.  

 

新型コロナウイルスへの対応や将来的な感染症への備えを検討するうえで、加盟国、記録物を保護、

管理する機関、そして市民が果たすべき責任が四つある。これらの責任は、とりわけ、記録物が有する

教育的、社会的、科学的、そして芸術的な価値に基づくものである。 

There are four key areas which demand shared responsibility among Member States, memory 

institutions and citizens in responding to COVID-19 – and preparing to respond to future 

pandemics. These are based, among others, on the shared educational, social, scientific and 

artistic values of documentary heritage.  

 

一つ目に、記録物の保護、アクセス性の確保に関して、国内、国際的な協力を強化する必要がある。

これは、各国、各地域におけるユネスコの「世界の記憶」プログラムの国内委員会ネットワークを通し

て実現することができる。 

Firstly, there is need to amplify national and international cooperation in the 

preservation and accessibility of documentary heritage. This is done through the network of 

national and regional committees of UNESCO’s Memory of the World Programme.  

 

このような目標に向けて、ユネスコもまた、例えば国際図書館連盟（IFLA）、国際公文書館会議

（ICA）、文化財保存修復研究国際センター（ICCROM）、国際博物館会議（ICOM）、視聴覚アーカイブ

協会調整協議会（CCAAA）などを含むパートナー機関同士における国際的な連帯に注力している。 

To this end, UNESCO is also leveraging international solidarity among its partners, 

including the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), the 

International Council on Archives (ICA), the International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), the International Council of 

Museums (ICOM) and the Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA), 

to name a few.  

 

第二に、加盟国は危機リスクの軽減と管理のために、記録物の保存とアクセス性確保のための投資を



増やす必要がある。 

Secondly, Member States need to increase investment in the preservation and accessibility 

of documentary heritage as a matter of disaster risk reduction and management.  

 

ほとんどの記録物は、公的支援に頼らざるを得ない状況であり、「自宅待機（避難）」命令は、間違

いなく甚大な影響をもたらしている。 

Most memory institutions rely on public support and the ‘shelter-in-place’ orders have 

inevitably had devastating effects on their revenue streams.  

 

したがって、今後、記録物を保護、管理する機関が効果的に機能し、引き続き現存するために、民間

による支援に加えて国による支援が不可欠なのである。 

Therefore, moving forward, state investment – along with private-sector investment – will 

be vital for their effective functioning and ultimate survival.  

 

このような緊急事態の最中において、記録物を保護、管理する機関が、無料のオンライン展示、デジ

タル化された文書の複写閲覧、ソーシャルメディアを活用した市民との効果的な交流等を行うための機

能を継続していることは、賞賛に値する。 

It is commendable that memory institutions have exhibited tremendous resilience by 

continuing, amidst this global health crisis, to serve the public through free online 

exhibitions, making available digitized copies of ancient manuscripts and effectively 

engaging with citizens on social media.  

 

できる限りこの危機に際する記録を確かなものにするために、公文書やより広い市民社会からの素

材、またオンラインとオフライン双方の素材を収集するための資源や権利も記録物を保護、管理する機

関に与えられる必要がある。 

They need also to have the resources and rights necessary to collect materials – both from 

official records and wider society, online and offline – in order to ensure as complete a 

documentation of the crisis as possible.  

 

三つ目に、今まで以上に、記録物を保護、管理する機関は、研究者、政策立案者、メディア関係者、

科学者、そして一般の市民にとってより一層アクセスしやすい状態であることが重要である。 

Thirdly, it is important, now more than ever, for memory institutions to become even more 

readily accessible to researchers, policymakers, media professionals, scientists and the 

community at large.  

 

過去に指導者たちがどのように緊急事態に対応したのかを理解することは、今日の政策立案者の決定

にも影響を与えるものである。 

Understanding how leaders have reacted to health emergencies in the past can inform the 



decisions of policymakers today.  

科学者もまた、過去の感染症の記録を利用することで、研究手法を改善させ、新たな感染症の流行に

対する最適な行動の道筋を見極めることができる。 

Scientists can also use records from past outbreaks to improve their methods and identify 

the best course of action to counter the spread of new diseases.  

 

より一般的には、一次情報のソースは、新型コロナウイルスに関する今日の認識を大局的に理解する

ための感染症の社会経済的、政治的、文化的影響についても示唆を与えるものである。 

More generally, primary source materials give insights into socio-economic, political and 

cultural aspects of any pandemic that put into perspective today’s perceptions about COVID-

19.  

 

それに加えて、記録物を保護、管理する機関や他のレポジトリは、文化、言語、そして創造的表現に

係る記録等へのリモートアクセスを通して、コミュニティの人々に互いにつながりを持たせ、心理的な

支えとなることができる。 

Additionally, through remote access memory institutions and other repositories could help 

communities to connect with each other and provide psychosocial help through records of 

shared cultures, languages and creative expression.  

 

さらに、視聴覚で公的なメディアアーカイブは、都市封鎖（ロックダウン）がどのように個人に影響

を与えているのか、このような健康的、経済的な危機に対して政府がどのように対応しているのか、メ

ディアがそれにどのように反応しているのか、そして新しい連帯の形がどのように生まれているかとい

った、新型コロナウイルスによる緊急事態を記録することに懸命に取り組んでいる。そしてこのような

メディアアーカイブは、多くの労働者や教育過程にある若者がリモートワーキングやリモート教育に頼

らざるを得ない状況を受け、デジタル化推進の加速化に貢献している。 

In addition, audiovisual and public service media archives are hard at work documenting 

the pandemic, including how lockdowns are affecting almost every individual, how governments 

are dealing with this health and economic crisis, how the media is reacting to it, as well 

as how new expressions of solidarity are emerging and contributing to an acceleration in the 

pace of digitization as a large proportion of the work force and young people in education 

have to resort to remote working and schooling.  

 

加えて、一次情報へのアクセスを維持、提供することは、歴史的な教訓に基づく公衆衛生の手法につ

いて、一般市民の関心や参画を高める可能性がある。 

Moreover, preserving and providing access to such primary source materials has the 

potential to enable public awareness and participation in public health procedures, grounded 

in historical lessons learned.  

 



最後に、個人、政策立案者、科学者集団は、感染症の流行とその対応を含む、世界が経験してきた記

憶を有する主体としての、記録物を保護、管理する機関の利用価値を認識する必要がある。 

Finally, individuals, policymakers and the scientific community are encouraged to 

appreciate the utility value of memory institutions as holders of the memory of the world in 

all its manifestations, including pandemics and the world’s response to them.  

 

アーカイブ、図書館、博物館は常に信頼性と質の高い情報を提供する主体であった。新型コロナウイ

ルスに関する誤情報が増加する中で、記録物を保護、管理する機関は事実に基づいた科学的な情報を集

め、整理し、広めることや、相対的な視点を提供することができる。 

Archives, libraries, and museums have always been the custodians of reliable and quality 

information. With increased disinformation around the COVID-19 pandemic, memory institutions 

can collect, catalogue and disseminate fact-based, scientific information and provide 

critical, comparative perspectives.  

 

究極的には、将来の世代にとっては、記録物を保護、管理する機関が新型コロナウイルスに関する一

般的な対応の記録を保存していくことを通じて、記録物を保護、管理する機関そのものがこの感染症を

形作るものになっていく。 

Ultimately, through their efforts to curate documentation on the prevailing responses to 

COVID-19, it is they who will shape the representation of this pandemic for future 

generations.  

 

このような責任の重要性は、2017年に「世界の記憶」事業の国際登録にも認定されているWHOの「天

然痘根絶計画」に明記されている。 

This call for shared responsibility is clearly manifested in the Records of the Smallpox 

Eradication Programme of the World Health Organization (WHO), inscribed on the UNESCO Memory 

of the World International Register in 2017.  

 

1966年、WHOは、千年にわたり人類を苦しめてきた天然痘を根絶するための国際的なプログラムを創

設した。 

In 1966, the WHO launched a global programme to eradicate smallpox, a disease that had 

afflicted humanity for millennia. 

 

 

そして1980年に、WHOの世界保健総会は天然痘の根絶を確認した。この「天然痘根絶計画」にまつわ

る記録は、この疫病を根絶するために成された決定、行動にまつわる記録文書であり、昨今の疫病流行

を抑制するためにも指針となるものである。 

In 1980, the World Health Assembly of WHO confirmed the eradication of smallpox. The 

records of the Smallpox Eradication Programme provide a documentary record of the decisions 



and actions taken for the eradication of the disease and guide any similar efforts for 

suppression of current diseases.  

したがって、新たな疫病の流行を防ぎ、将来的にこのような地球規模の課題による影響によりうまく対

応していくために、新型コロナウイルスに関する完全な記録が存在していることが重要なのである。 

Therefore, it is essential that we ensure that a complete record of the COVID-19 pandemic 

exists, so that we can prevent another outbreak of this nature or better manage the impact of 

such global events on society in the future. 


