
 

 

 

Message from the Chair of the Japanese National Commission for UNESCO 

UNESCO: Our Role in the Post-COVID Era 

8, March, 2021 

Michinari Hamaguchi, Chair of the Japanese National Commission for UNESCO 

 

UNESCO and COVID-19 

COVID-19 has been an unpredictable and deeply destabilizing crisis. It has shaken the 
international order, widening economic disparities and forcing a transition from globalism to 
unilateralism. Widespread economic depression and mass unemployment have created sharp 
fractures in our social and economic structures, and the pandemic’s effects on education - schools 
closing, classes moving online, more people leaving education due to financial difficulties - will 
be felt for many more decades to come.  

Yet there has also been progress. The pandemic has accelerated digital transformation, and ICT 
is giving us more ways to conduct essential social and economic activities. Such transformations 
may have great qualitative impacts on education systems in the long term. 

So what kind of future awaits us beyond the pandemic? Human society is entering an era where 
infectious diseases, natural disasters, economic crises and other calamities will occur with 
increasing frequency, threatening the sustainability of development and growth. How can we 
overcome these challenges and achieve a “well-being that leaves no one behind”? 

To survive in a “post-COVID” world we must overcome physical distances, eliminate ignorance 
and prejudice, better understand one another, and pursue solidarity and cooperation. These goals are 
especially important for today’s youth, who will ultimately be responsible for tomorrow’s society. 
It is here that UNESCO can help the world achieve “human security”, ensuring that each and every 
individual can live with peace of mind.  

Now more than ever, we should reaffirm UNESCO’s mission: to build peace in the minds of 
people, to promote the common welfare of humankind, and to build a sustainable society. UNESCO 
must envision an ideal future and build the connections necessary to achieve this, integrating 
perspectives from education, science, culture, information and communication. 
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UNESCO is currently assessing the state of education across the world, calling on Member 
States’ education ministers to hold high-level meetings and share information on policies and good 
practices. In collaboration with other international organizations UNESCO has helped create the 
“framework for reopening schools”, and propose a Global Education Coalition involving the private 
sector and ICT. UNESCO has also shown its strong support for science and culture, encouraging 
international cooperation in open science.  

 
Above all UNESCO is an international organization, and its approach to this unprecedented crisis 

should be international. We should undertake all necessary reforms to ensure greater friendship and 
mutual understanding among our Member States, which in turn will make our joint crisis response 
more flexible and effective. 

 

Our Next Steps 

UNESCO was the first international organization Japan joined following the devastation of the 
Second World War. Indeed, entering UNESCO was the start of Japan’s full-scale reintegration into 
the international community. Our objective to “enhance international peace and the common welfare 
of humankind” was, and is, the hope of all Japanese people. As such Japan has been steadily 
expanding its UNESCO activities at home and abroad. 

 
Following Japan’s joining of UNESCO it experienced a period of high economic growth, and 

was in a position to support developing countries by proactively contributing to UNESCO’s 
“Education for All”. In addition, Japan led the fostering of creators of a sustainable society by 
advocating the “Decade of Education for Sustainable Development” (ESD) at the Johannesburg 
Summit (World Summit on Sustainable Development 2002). 

 
This year will mark the 70th anniversary of Japan joining UNESCO. This milestone year is also 

the start of the United Nation’s “Decade of Ocean Science for Sustainable Development” and the 
scheduled kick-off meeting for “ESD for 2030”. In order to advance UNESCO-related activities in 
this new era, and to realize the Sustainable Development Goals (SDGs), Japan must use this 70th 
anniversary opportunity to make real progress. After all, Japan is no stranger to overcoming crises - 
it has continued developing through serious natural disasters such as the 2011 Great East Japan 
Earthquake, and we now intend to hold the Tokyo Olympic and Paralympic Games as proof that 
humankind has overcome COVID-19. Japan needs to demonstrate its leadership and contribute to 
UNESCO’s role in reconnecting the world, by setting a positive direction for the post-COVID era. 



 

 

 

Japan should contribute to UNESCO’s mission by taking advantage of its track record of disaster 
recovery and sustainability science. Then, leveraging its knowledge and strengths and effectively 
utilizing Funds-in-Trust, public and private stakeholders should act together to help UNESCO 
promote its reforms and steadily implement activities in the fields of education, science, culture, 
communication and information, towards the realization of the SDGs. For example, Japan should be 
actively involved in various UNESCO-led initiatives set in motion by COVID-19 such as the Global 
Education Coalition. 

 
Furthermore, the 70th anniversary of our joining UNESCO is an opportunity to disseminate 

information to various stakeholders and encourage their participation. Based on the proposal of the 
Japanese National Commission for UNESCO last October, we will focus on strengthening our 
network of young people who can provide crucial support in the post-COVID era. We will 
proactively work with diverse groups to advance initiatives such as the promotion of ESD, 
promotion of the United Nations Decade of Ocean Science, regional revitalization and the building 
of a multicultural society that benefits from UNESCO's activities, as well as the creation of strategic 
platforms to deepen collaboration among our variety of stakeholders.  

 
  In closing, I would like to quote a passage from the UNESCO Constitution: “The wide diffusion 
of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the 
dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfill in a spirit of mutual 
assistance and concern.” I hope these words can renew the determination of the Japanese National 
Commission for UNESCO to fulfill our sacred duty. 



 

 

 

日本ユネスコ国内委員会会長メッセージ 

―コロナ禍の時代におけるユネスコの役割と期待―（和訳） 

令和３年３月８日 

日本ユネスコ国内委員会会長 濵口道成 

 

コロナ禍の時代におけるユネスコの役割と期待 

今コロナ禍の中で、人類社会は激動と混迷の中にある。COVID-19 による多くの犠

牲の中で、世界は苦悩し、経済は停滞し、社会は不安に揺れている。コロナ禍は、経

済格差による国家間の分断、グローバリゼーションから一国主義への転換など、国際

秩序の劇的変化を生み出すリスクを孕んでいる。更に、コロナ禍は、不況や大量失業

など社会・経済構造の劇的変化を生み出すと共に、教育にも多くの弊害を生じ、おそ

らく長期にわたる影響を社会に残すであろう。経済的理由による退学、休校やキャン

パス入構制限等による対面教育・教育機会の停滞や消失など、人材育成への影響は計

り知れない。 

他方、中・長期的には、コロナ禍はデジタルトランスフォーメーション（DX）を必

然的に加速させ、ICT 技術が幅広い社会活動の基盤となり、社会経済活動の在り方に

根本的な変革をもたらすであろう。同時に、この DX による変化は、今後教育現場にも

大きな質的変革をもたらすと思われる。 

コロナ禍の先には、果たしてどのような未来が、我々を待ち受けているのだろう

か。今や人類社会は、感染症や自然災害、経済恐慌等が多発し、持続可能性が問われ

る時代となりつつある。今我々が体験しつつあるコロナ禍は、その端的な表象と言え

る。これらの困難を越え、人類社会が「誰一人取り残さない Well being を実現する」

には、何が求められているのだろうか。 

「with コロナ」、あるいはポストコロナの世界を生きるうえでは、今後の世界を支

える若者をはじめとして人々が物理的な隔たりを乗り越え無知・偏見をなくして相互

に理解し、連帯・協調することが大切である。これによって、一人一人が安心・安全

に暮らすことができる「人間の安全保障」が実現するのである。 

今こそ「人の心の中に平和のとりで」を築き、人類の共通の福祉を促進し、持続可

能な社会の構築を実現するというユネスコのミッションを改めて確認するべきであ

る。今改めて、ユネスコには、教育、科学、文化、情報・コミュニケーションの各分

野の視点を統合した新しい時代における新しい繋がりを構想し、提示する役割が求め

られる。 



 

 

現在、ユネスコにおいては、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、世界各国の

教育活動の状況を把握し、加盟国の教育大臣等に呼びかけ、ハイレベル会合を開催し

各国の政策や好事例についての情報を共有するほか、他の国際機関と連携しつつ「学

校再開ガイドライン」を作成し、ICT 分野を含む民間企業の関与を得てグローバル教

育連合といった構想を提唱するなど、コロナ禍の困難な状況への取組をリードしつつ

ある。また、科学や文化の分野においても、オープンサイエンスのための国際協力等

について認識を共有するための大臣会合や文化セクターの支援等に係るハイレベル会

合を開催し、積極的な動きを見せている。 

現在直面している未曾有の事態におけるユネスコの活発な活動やリーダーシップ

は、先に述べた国際機関の役割として果たしていくべきものであり、今後も事態の推

移に応じた取組を経て、その成果を出すことが期待される。同時に、ユネスコにおい

ては、ユネスコ加盟国間の友好と相互理解の促進のため、また、こうした危機に応じ

て必要な対応を機動的・効果的に行われるようにするため、組織改革も含めたさらな

る改革が進められるべきである。 

 

ユネスコ加盟から７０周年までの歩みとさらなる一歩 

振り返れば、ユネスコは、戦後の荒廃の中で、日本が初めて加盟した国際機関であ

る。戦後まもなく民間の自発的な活動として日本全国で広まった活発な民間における

ユネスコ活動等が加盟という形で実を結び、我が国の国際社会への本格的な復帰の端

緒となったものといえる。ユネスコが掲げる「国際平和と人類の共通の福祉の促進」

は、平和を求める日本国民にとっての希望であり、日本は国内外で着実にユネスコ活

動を広げてきた。 

その後、日本は高度経済成長を経て、ユネスコの枠組みの中でも「万人のための教

育（Education for All）」への積極的な貢献等を通じて、途上国支援を行う立場へと

なった。また、ヨハネスブルクサミット（2002）において「持続可能な開発のための

教育（ESD）の 10 年」を提唱し、持続可能な社会づくりのための担い手育成を日本は

リードしてきた。 

こうした中、今年、日本のユネスコ加盟 70 周年を迎える。また、国連海洋科学の

10 年のスタートや、ESD for 2030 のキックオフ会合が予定されるなど節目の年とな

る。新しい時代のユネスコ活動へさらなる一歩を踏み出すために、また、持続可能な

開発目標（SDGs）の実現に向け、日本としても加盟 70 周年を契機として、国内のユネ

スコ活動の活性化に向けた取組を加速化させていく必要がある。日本は、2011 年の東

日本大震災をはじめとした多くの甚大な自然災害を経験しつつ発展を続け、今、人類

が新型コロナ感染症に打ち勝った証として東京オリンピック・パラリンピックを実施



 

 

しようとしている。ユネスコが、ポストコロナの新しい時代において、混沌とした世

界に新たな方向性を示し、分断が危惧される世界をつなぎ直すという役割を効果的に

実現できるよう、日本はリーダーシップを発揮し、これらに貢献すべきである。 

日本は、さまざまな災害復旧に対する実績やサステナビリティ・サイエンスを活か

し、ユネスコがポストコロナ時代における地球規模の課題に的確・迅速に対応するた

めに貢献していくべきである。そして日本の知見や強みを生かし、信託基金等を効果

的に活用しつつ、ユネスコが自らの改革を進め、SDGs の実現に向けて教育、科学、 

文化及び情報・コミュニケーションの各分野における諸々の活動を着実に実施する

よう、官民の関係者が協力していく。例えば、グローバル教育連合などコロナ禍を契

機にユネスコが主導的に行っている様々な取組についても、我が国関係者がしっかり

関わっていくことが必要である。 

さらに、加盟 70 周年の節目の年は、様々なステークホルダーに発信し、参画を得る

ための好機である。昨年 10 月のユネスコ国内委員会建議を踏まえ、特にこの「with

コロナ」、あるいはポストコロナの時代を支える若者世代のネットワークを強化し、

相互理解を図りながら、ESD の推進、「国連海洋科学の 10 年」に向けた活動の活性

化、ユネスコ活動のメリットを活かした地域創生や多文化共生社会の構築、多様なス

テークホルダーの連携を深める戦略的なプラットフォームの構築などの取組の推進と

いった諸施策を、多様な層に積極的に働きかけつつ強力に実施していく予定である。 

今ここに、ユネスコ憲章前文に述べられた「文化の広い普及と正義・自由・平和の

ための人類の教育とは、人類の尊厳に欠くことのできないものであり、且つ、すべて

の国民が相互の援助及びび相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義

務である。」との言葉を改めて思い起こし、ユネスコ国内委員会として決意を新たに

していくものである。 

 


