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ご挨拶

本日ここに、世界で ESD（Education	for	Sustainable	Development）に関わってご活躍さ
れている皆様を多数お迎えし「ESD 国際シンポジウム	in	奈良 2024」を開催できますこと、
大変嬉しく思い、心より歓迎申し上げます。
このシンポジウムのテーマは、「国境を越え、多様な主体が協働する教育（ESD）を通じた

持続可能な社会の探求」です。世界では、今なお戦争や紛争が続いており、日本でも「能登半
島地震」が発生するなど、地球全体の平和が脅かされ続けています。今まさに、世界の叡智を
結集し、「ESD	for	2030」（Education	for	Sustainable	Development:	Towards	achieving	the	
SDGs）として、教育のシステムと実践、そして我々の行動の変革を加速しなければならない
時に直面しています。
さて、奈良教育大学は、1300 年の歴史・文化に包まれた日本の古都にある大学です。世界

的に見れば、奈良はシルクロードの終着点であり、奈良教育大学は日本の大学で初のユネスコ
スクールに認定された高等教育機関です。それゆえに、奈良教育大学と 2022 年に学内に組織
した「ESD・SDGs センター」は、日本国内のみならず、世界とともに ESD を推進する教育大
学でありたいと考えています。
ESD の提唱国である日本では、2017 年に日本 ESD 学会（The	Japanese	Society	of	

Education	for	Sustainable）が設立され、理論的・実践的研究が数多く積み重ねられています。
また全国各地で優れた ESD の実践が展開されています。今日のこのシンポジウムにより、日
本と世界の実践を共有することとともに、個人や個々の学校・諸機関の枠を超え、パートナー
シップとコラボレーションを世界に拡げ、国際的なネットワークとなって ESD が推進される
ことを期待します。
次代を担う全世界の子どもたち、そして地球の平和のために。

奈良教育大学　学長
宮下俊也
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Greetings

It is my great pleasure to welcome you to the International Symposium on Education for 
Sustainable	Development	(ESD)	in	Nara	2024.	

The	theme	of	this	symposium	is	“The	Quest	for	a	Sustainable	Society	through	Edu-
cation for Sustainable Development (ESD) that Transcends National Borders and Involves 
Diverse	Actors.”	In	the	world,	wars	and	conflicts	persist,	and	in	Japan,	the	“Noto	Peninsula	
Earthquake”	has	occurred,	threatening	the	peace	of	the	entire	planet.	We	face	a	critical	
time when we must gather the wisdom of the world to accelerate the transformation of 
our educational systems, educational practices, and actions as “Education for Sustainable 
Development:	Towards	achieving	the	SDGs”	(ESD	for	2030).

Now, Nara University of Education is situated in the ancient capital of Japan, sur-
rounded	by	1,300	years	of	history	and	culture.	From	a	global	perspective,	Nara	is	the	ter-
minus	of	the	Silk	Road,	and	Nara	University	of	Education	is	the	first	Japanese	university	of	
higher education accredited as a UNESCO School. Therefore, Nara University of Education 
and	the	Center	for	ESD	and	SDGs,	established	within	the	university	in	2022,	aspire	to	be	a	
university of education that promotes ESD not only in Japan but also worldwide. 

In Japan, an advocate of ESD, the Japanese Society of Education for Sustainable De-
velopment	 (JSESD),	was	 established	 in	2017,	 accumulating	 a	wealth	 of	 theoretical	 and	
practical research. Additionally, excellent ESD practices are being developed throughout 
Japan.	We	hope	that	this	symposium	today	will	help	share	practices	from	Japan	and	around	
the world, fostering partnerships and collaborations beyond the boundaries of individu-
als, individual schools, and institutions to create an international network for the promo-
tion of ESD. 

For the sake of the children of the world, who will lead the next generation, and for 
the sake of peace on earth.

President, Nara University of Education

Toshiya MIYASHITA
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ご挨拶

世界各地より、ESD の普及・推進に取り組まれている方々をお迎えし、ESD に関わる国際
シンポジウムを開催できますこと、心より感謝申し上げます。
2015 年に「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

（Transforming	our	world:	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development）」が策定されま
したが、世界は持続可能な社会に向かっているとは言えません。人類の生存を脅かす問題が山
積しています。世界を持続可能な社会へ向かわせるには一人一人の行動の変革が必要です。そ
して持続可能な社会の創り手として行動を変革する人を育てるのが ESD です。
実は、奈良は 1300 年前から持続可能な社会づくりに取り組んできました。それを証明する

のが東大寺の大仏様です。743 年に聖武天皇より盧舎那仏造顕の詔が発せられており、その
中に大仏様を造る理由が記されています。

①乾坤相やすらかに（いつも通りの穏やかな気候と地震のない平穏な毎日を願って）
　SDGs の目標 13と目標 11に該当します。
②動植ことごとく栄えることを願って
　SDGｓの目標 14と目標 15に該当します。
③さらに奈良時代は天然痘が大流行していましたので、感染症対策も喫緊の課題でした。
　SDGｓの目標３に該当します。

これらの共通の目標を掲げたことも大事ですが、それだけでは大仏様は建立されません。聖
武天皇の呼びかけに応じて 260 万人が大仏づくりに参加したことで、752 年に大仏様が建立
されています。
SDGs を画餅に終わらせないために、皆さんと連携できることを願ってやみません。

奈良教育大学　ESD・SDGsセンター長
中澤静男
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Greetings

We	would	 like	to	express	our	sincere	gratitude	for	allowing	us	to	host	an	 international	
symposium related to ESD, welcoming people from all over the world who are dedicated to 
the dissemination and promotion of ESD. 

In	2015,	“Transforming	our	world:	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development”	was	
formulated.  However, it cannot be said that the world is moving towards a sustainable 
society. There are numerous problems threatening the survival of humanity. Achieving a 
sustainable society requires a change in the behavior of each individual. ESD aims to devel-
op individuals who can act as creators of a sustainable society by changing their behavior.

Notably, Nara has been actively contributing to the creation of a sustainable society 
for	1,300	years,	as	exemplified	by	the	Great	Buddha	of	Todaiji	Temple.	 In	743,	Emperor	
Shomu issued an edict to create a statue of the Great Buddha, citing reasons correspond-
ing to SDGs goals. 

➀	Kenkon	 phase	 peacefully.	 (Wishing	 for	 calm	weather	 and	 peaceful	 days	without	 
 earthquakes.) 
	 This	corresponds	to	Goal	13	and	Goal	11.

➁	Pray	for	the	prosperity	of	all	plants	and	animals.
	 This	corresponds	to	Goal	14	and	Goal	15.	
➂	Additionally,	smallpox	was	prevalent	during	the	Nara	period,	so	countermeasures	 

 against infectious diseases were an urgent issue.
	 This	corresponds	to	Goal	3.

While	having	these	common	goals	is	important,	it	alone	will	not	lead	to	the	erection	of	
the	Great	Buddha.	The	Great	Buddha	was	erected	in	752	after	2.6	million	people	partici-
pated in its construction in response to Emperor Shomu’s call. 

I sincerely hope that we can collaborate with everyone to ensure that the SDGs do not 
end up being a mere ‘pie in the sky’.

Director, Center for ESD and SDGs  
at Nara University of Education

Shizuo NAKAZAWA
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プログラム/Program
【午前の部/Morning Session】 9：30－12：30
（1）開会行事/Opening Ceremony（9:30－9:45）
 挨拶 / Opening Remarks　
 榊　裕之（国立大学法人　奈良国立大学機構　理事長）
 Dr. Hiroyuki SAKAKI（Chairman	of	Nara	National	Institute	of	Higher	Education	and	Research）
 祝辞 / Greeting from MEXT
 渡辺　正実 氏（文部科学省国際統括官・日本ユネスコ国内委員会事務総長）
 Mr.Masami WATANABE（Director-General	for	International	Affairs,	MEXT	Secretary	General	of	the	National	Commission	for	UNESCO）

（2）基調講演/Keynote Speech（9:45－10:25）
 演題「ESD：その潮流と課題、そして、教育変革の機会」
 ESD: trends, challenges and opportunities in “transforming education” 
 諸橋　淳 氏（国連ユネスコ本部　ESD課長）
 Ms. Jun MOROHASHI（Chief,	Section	of	Education	for	Sustainable	Development,	UNESCO	Headquarters）

（3）各国・各セクターからの提言（10：30－12：10）
 ①日本のESD推進のイニシアティブと展望
  ESD promotion initiatives in Japan and the prospects
 　斉藤　眞 氏（ユネスコ日本政府代表部　一等書記官）
	 　Mr. Shin SAITO（First	Secretary,	Permanent	Delegation	of	Japan	to	UNESCO）
 ②学習環境の変革：韓国のユネスコスクールの活動と国際パートナーシップを通じたESDの探求
 　Transforming the learning environment: Exploring ESD through UNESCO   
 　Associated Schools’ Activities, and International Partnerships in Korea
 　ソ・ヒョンスク 氏	（韓国ユネスコ国内委員会　国際連携部長）
	 　Ms. Hyunsook SEO（Director,	Division	of	Network	Programme,	Korean	National	Commission	for	UNESCO）
 ③国連『持続可能な開発のための海洋科学の10年』におけるESDの役割
  Roles of ESD in the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development
 　道田　豊 氏	（UNESCO政府間海洋学委員会（IOC）議長）
	 　Dr. Yutaka MICHIDA（Chairman,	Intergovernmental	Oceanography	Commission,	UNESCO）
 ④教育のSDGs達成に関するウズベキスタンの政策
 　Uzbekistan’s policy on reaching education SDGs 
 　ムクシンクジャ アブドゥラフモノフ 氏	（ウズベキスタン共和国	駐日特命全権大使）
 　Dr. Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV（Ambassador	Extraordinary	and	Plenipotentiary	of	the	Republic	of	Uzbekistan	to	Japan）　
 ⑤老カウボーイの反芻 : ESD、より良い方法でより良い日々を求める生涯にわたる探求
　　　Ruminations	of	an	Old	Cowboy:ESD,	a	Lifelong	Quest	for	Better	Days	through	Better	Ways
 　ティム・ジョーンズ 氏（グラッドニー牧場（北海道）牧場長）※オンライン/online
	 　Mr. Tim JONES　（Manager, Gladney Farm in Hokkaido (Former High School Teacher in USA)

（4）質疑応答（12：10-12：30）
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【午後の部/Afternoon Session】13：30－17：40
（5）ESDシンポジウム/Symposium on ESD

趣旨/Purpose
各国・各地域の実情と国際的な諸課題を踏まえた多様なESDの取組を共有し、実践的な
ESDの在り方や次世代の育成について議論し、ESDの国際的な連携と協働を促進する。 
Through sharing the diverse ESD practice based on the situations and issues of each country, and 
discussing how to promote practical ESD and foster future generation, we accelerate international 
partnership and collaboration for ESD promotion.

 ①実践発表/Show Case(13:30－15:00） 
 事例/Case １ タイのESDの新たな旅を再考する：チュラロンコン大学ESDセンターの事例 
 Rethinking on a New Journey of Education for Sustainable Development in  
 Thailand: Case of ESD Center Chulalongkorn University
  アタポル・アヌンタヴォラサクン氏 (チュランコロン大学（タイ）准教授)	
 Dr. Athapol ANUNTHAVORASAKUL(Assistant	Professor,	Chulalongkorn	University	in	Thailand）
 事例/Case２ 災害から教訓を学ぶ：スマトラ島地震と東日本大震災の津波の経験を共有し、 
   　  防災を中心とするESDにおけるパートナーシップを構築する
 Learning Lessons from Disasters: Sharing Experiences from Sumatra and Great East Japan Earthquake and 
 Tsunami to Build Partnership on Education for Sustainable Development focusing on DRR. 
 ムザイリン・アフファン氏（シャクアラ大学（インドネシア）国際室長)
 Dr. Muzailin AFFAN （Director,	International	Office,	Syiah	Kuala	University	in	Indonesia)
 事例/Case３ 日本における国際協力とパートナーシップを通じたESD
 ESD through International Cooperation and Partnership in Japan
  杉村 美紀 氏（上智大学総合人間科学部　教授)
 Dr. Miki SUGIMURA (Professor, Sophia University in Japan)

 事例/Case４ 韓国の気候変動に対する若者の行動に関して何をし、何をしなければならないか
 What to do and what must be done regarding youth action for climate change in Korea.
 キム・ヒョンチョル 氏	(韓国青少年政策研究院　院長）
 Dr. Hyuncheol KIM (President, National Youth Policy Institute in Korea)

 事例/Case５ 持続可能な社会の創り手の育成に資する教員の育成：奈良教育大学の取組
 Development and Training of Teachers who will Contribute to the Development of Creators of
 Sustainable Society: Initiatives at Nara University of Education
 宮下 俊也 (奈良教育大学　学長)
 Mr. Toshiya MIYASHITA (President, Nara University of Education)
 中澤 静男 (ESD・SDGsセンター	センター長)
 Mr. Shizuo NAKAZAW (Director, Center for ESD and SDGs at Nara University of Education)

 事例/Case６ 日本におけるESDへのユースの参画：奈良教育大学ユネスコクラブの取組
 Youth Participation in ESD Practice by UNESCO Club, Nara University of Education
 苗代 昇妥 (奈良教育大学ユネスコクラブ　前代表)
 Mr. Shota NAWASHIRO  (Former Representative, UNESCO Club, Nara University of Education)

　＜休憩15分＞
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 ②パネルディスカッション/Panel Discussion（15:15－16:35）
 テーマ/Focus of Discussion
	 ・各国が抱える課題（環境・経済・社会）や良さ（歴史や財産）と教育（ESD）の効果
	 ・次世代（ユース）の育成と参画
	 ・今後のESDの展開と国際的な連携・協働など
 ・Role	 of	 Education	 (ESD)	 on	 Conserving	 Rich	 Nature,	 History	 and	 Culture	 as	 well	 as	 Tackling	 
	 　Issues	of	Environmental,	Economic	and	Social	Aspects	in	each	Countries.
	 ・Future	Promotion	and	Collaboration	on	ESD	beyond	National	Boundaries.
	 ・Fostering	and	Involving	next	Generation	for	Further	ESD	Promotion

　　コーディネーター/Moderator
 及川　幸彦 	(奈良教育大学ESD・SDGsセンター副センター長)
 Dr. Yukihiko OIKAWA  (Deputy Director, Center for ESD and SDGs at NUE)

 パネリスト/Panelists 
 ムクシンクジャ アブドゥラフモノフ 氏 （ウズベキスタン共和国	駐日特命全権大使）
 Dr. Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV（Ambassador	Extraordinary	and	Plenipotentiary	of	the	Republic	of	Uzbekistan	to	Japan）
 アタポル・アヌンタヴォラサクン氏 (チュランコロン大学（タイ）准教授)	
 Dr.	Athapol	ANUNTHAVORASAKUL(Assistant	Professor,	Chulalongkorn	University	in	Thailand）
　 ムザイリン・アフファン氏（シャクアラ大学（インドネシア）国際室長)
 Dr. Muzailin AFFAN （Director,	International	Office,	Syiah	Kuala	University	in	Indonesia)
 キム・ヒョンチョル 氏	(韓国青少年政策研究院　院長）
 Dr. Hyuncheol KIM (President, National Youth Policy Institute in Korea)
  杉村 美紀 氏（上智大学総合人間科学部　教授)
 Dr. Miki SUGIMURA (Professor, Sophia University in Japan)

 フロアとのディスカッション（質疑応答）/Floor Discussion including Q&A

 ③総括セッション：セッションの全体共有と総合討論 
 　/Closing Session：Sharing and Closing Discussion（16:45－17:30）
 コメンテーター/Commentators
 諸橋　淳 氏（国連ユネスコ本部　ESD課長）
 Ms. Jun MOROHASHI（Chief,	Section	of	Education	for	Sustainable	Development,	UNESCO	Headquarters）
 道田　豊 氏 （UNESCO政府間海洋学委員会（IOC）議長）
 Dr.	Yutaka	MICHIDA（Chairman,	Intergovernmental	Oceanography	Commission,	UNESCO）
 斉藤　眞 氏（ユネスコ日本政府代表部　一等書記官）
 Mr.	Shin	SAITO（First	Secretary,	Permanent	Delegation	of	Japan	to	UNESCO）
 ソ・ヒョンスク 氏	（韓国ユネスコ国内委員会　国際連携部長）
 Ms. Hyunsook SEO（Director,	Division	of	Network	Programme,	Korean	National	Commission	for	UNESCO）
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（6）閉会行事/Closing Ceremony（17：30－17：40）

　 挨拶/Closing Remarks
 宮下 俊也 (奈良教育大学　学長)

 Mr. Toshiya MIYASHITA (President, Nara University of Education) 
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基調講演-Keynote Speech

1999 年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）
に着任し、社会人間科学部門でキャリアをス
タート（1999 〜 2007 年）。その後、教育部
門で平和・人権・地球市民教育担当プログラム
スペシャリスト（2007 〜 14 年）、ポルトフラ
ンス事務所教育部門チーフ（2014 〜 16 年）、
バンコクのアジア太平洋地域教育局に所長室長
兼地域事業コーディネーターとして勤務。
2020 年 4月に本部を拠点とする持続可能な

開発のための教育（ESD）課へ戻り、2022 年
9月に同課長に。一橋大学（日本）で社会学修
士、ダービー大学（英国）で心理学修士の学位
を取得。

Ms Jun Morohashi joined UNESCO in 1999 and 
started her career in Social & Human Scienc-
es	Sector	 (1999-2007).	She	then	worked	 in	
Education Sector as Programme Specialist in 
Peace, Human Rights and Global Citizenship 
Education	 (2007-2014)	 before	 serving	 as	
Chief of Education Unit at UNESCO Port-au-
Prince	Office	(2014-2016),	and	then	as	Head	
of	 Executive	 Office	 &	 Regional	 Programme	
Coordinator	at	the	UNESCO	Asia-Pacific	Re-
gional Bureau for Education in Bangkok. 

In	April	2020	she	came	back	to	HQ-based	
Section of Education for Sustainable Devel-
opment	 (ESD),	 and	 as	 of	 September	 2022,	
she is Chief of Section for ESD. She has MA in 
sociology from Hitotsubashi University, Ja-
pan, and MSc in psychology from University 
of Derby, UK.

諸橋　淳
Jun MOROHASHI
国連ユネスコ本部　ESD課長

Chief, Section of Education for  
Sustainable Development,  
UNESCO Headquarters 
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発表要旨-Abstract

2030 年に向けた ESD の枠組みは、2021 年
のベルリンでの ESD のためのユネスコ世界会
議で正式に発足した。これを機に、教育と持
続可能な開発のステークホルダーは、教育と学
習、専門家研修、市民参加を広く対象とする教
育変革のための一連のアクションをまとめた
「ESD に関するベルリン宣言」を採択した。以
降、ESD の重要性に対する認識を高める世界的
なアドボカシーは大きな成功を収め、2022 年
の国連教育変革サミット、気候変動および生物
多様性の条約締約国会議（COP）など、複数の
重要な国際イベントで	ESD が取り上げられた。
ESD は、地球規模の課題に取り組み、個人とシ
ステムの両レベルで変革に必要な能力を開発す
るためのカギであることが再確認されたのであ
る。
今回の講演では、教育や学習者の生活を変革

する戦略的アプローチとしての ESD について
議論し、ユネスコ加盟国で ESD 教育が適用さ
れている興味深い事例を紹介する。また目を向
ける必要のある残された課題、さらなる取り組
みの機会にも焦点を当てる。最後には、12 月
に東京で開催された第 1回 ESD-Net グローバ
ル会合の主な成果を紹介する

The	 ESD	 for	 2030	 framework	was	 officially	
launched	 in	 the	 2021	 UNESCO	 World	 Con-
ference for ESD in Berlin. On this occasion, 
the education and sustainable development 
stakeholders adopted the Berlin Declara-
tion on ESD outlining a range of actions to 
transform education encompassing teaching 
and learning, professional training and civic 
engagement. Since then, global advocacy for 
raising awareness on the importance of ESD 
has been highly successful, as ESD was high-
lighted at several key international events, 
including	the	2022	UN	Transforming	Educa-
tion Summit and during the climate change 
and biodiversity Conferences of the Parties 
(COPs).	ESD	was	reaffirmed	as	key	to	address-
ing planetary challenges and developing the 
necessary capacities for transformation at 
both individual and system levels.  

This presentation will discuss ESD as a 
strategic approach in transforming education 
and lives of learners, and will share some in-
teresting examples of ESD pedagogy applied 
in UNESCO member states. It will also high-
light remaining challenges needing attention, 
and opportunities for further engagement. 
Finally,	some	of	the	key	outcomes	of	the	first	
ESD-Net Global Meeting organized in Decem-
ber in Tokyo will be presented.   

ESD：その潮流と課題、そして、教育変革の機会
ESD: trends, challenges and opportunities in“transforming education”  
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経歴
2006 年 4月　文部科学省入省、科学技術・学術政策局
2012 年 4月　文部科学省高等教育局副局長
2016 年 4月　内閣官房健康・医療戦略室次長、内閣審議官
2017 年 7月　文部科学省生涯学習政策局総括官
2018 年 4月　兵庫県庁教育課課長
2020 年 4月　文化庁参事官
2023 年 1月　ユネスコ日本政府代表部　一等書記官

東京大学公共政策大学院　元客員研究員（2015 〜 18年）
 
Professional Record

April	2006	 Joined	Ministry	of	Education,	Culture,	Sports,	Science	and	Technology	of		
 Japan and served as an official in Science and Technology Policy Bureau

April	2012	 	Deputy	Director	in	Higher	Education	Bureau,	Ministry	of	Education,		
 Culture, Sports, Science and Technology of Japan

April	2016	 Deputy	Director	in	Headquarters	for	Healthcare	Policy,	Cabinet		 	
 Secretariat

July	2017		 Deputy	Director	in	Lifelong	Learning	Policy	Bureau,	Ministry	of		 	
 Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan

April	2018	 Director,	Educational	policy	Division,	Hyogo	Prefectural	Government

April	2020	 Deputy	Director,	Agency	for	Culture	of	Japan

January	2023	 First	Secretary	of	Permanent	Delegation	of	Japan	to	UNESCO

Former Visiting Researcher, Graduate School of Public Policy, The University of 
Tokyo(2015-2018)

斉藤　眞
Shin SAITO 
ユネスコ日本政府代表部　一等書記官

First Secretary, Permanent Delegation of  
Japan to UNESCO

提言 -Presentation
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発表要旨 -Abstract

日本は、持続可能な社会を創造する人材を育
成することで SDGs の達成に貢献するため、率
先して ESD を推進してきた。本発表では、ESD
の歴史と日本独自のグッドプラクティスを探る
とともに、国際社会におけるさまざまな教育イ
ニシアティブ（例：緑化教育パートナーシップ、
SDG4、地球市民教育）と ESD を比較し、その
深遠な理念を解明していく（1974 年勧告改訂
への日本の貢献も参照）。
また主体的で双方向型の深い学びを実現する

手段としての教育と ESD のブリコラージュの
重要性について、日本の教育政策における ESD
の位置づけと意義、学習指導要領との関係、教
員養成への適用の可能性を含めて私見を述べ
る。
さらに、ESD を推進してきた日本の経験を踏

まえ、各国の教育において ESD を的確に位置
づけ、教育効果を高めるためのヒントを提案し
たい。

Japan has taken the lead in promoting ESD 
in order to contribute to the achievement of 
the SDGs through the development of cre-
ators of sustainable societies. In this pres-
entation, I will inquire into the history and 
Japan’s unique good practices of ESD and 
compare ESD with various educational ini-
tiatives(e,g: Greening Education Partner-
ship,	SDG4	and	Global	Citizenship	Education)	
in the global community in order to unravel 
its	 profound	 philosophy	 (With	 reference	 to	
Japan’s contribution to the revision of the 
1974	Recommendation).	

I will also present my thoughts on the 
importance of bricolage in education and ESD 
as a means to realize independent, interactive 
and deep learning, including the positioning 
and	significance	of	ESD	in	Japan’s	education	
policy, its relationship with the Courses of 
Study and how it can be applied to teachers 
development. 

Furthermore, based on Japan’s experi-
ence in promoting ESD, we would like to pro-
pose some tips for accurately positioning 
ESD in the education of each country and im-
proving	its	educational	effectiveness.

日本のESD推進のイニシアティブと展望
ESD promotion initiatives in Japan and the prospects.
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ヒュンスク氏は政治学と国際関係を専攻し、
1999 年に韓国ユネスコ国内委員会（KNCU）
に着任。KNCUでは、人権、平和、倫理、科学、
地球市民教育、持続可能な開発のための教育、
国際協力に関するさまざまなプログラムに精力
的に従事。また教員研修や青少年地球市民プロ
ジェクトの調整を担当し、ユネスコの価値観や
理想を具現化し推進することを目的とした国
際・地域交流プログラムを実施している。特に、
韓国と日本の教員交流プログラムの調整に重要
な役割を果たし、10 年以上にわたって韓国に
おけるユネスコスクール（ASPnet）の国内調
整官を務めている。KNCU の職務に加え、さま
ざまな外部の活動にも参画。現在、韓国環境部
傘下の環境教育委員会委員を務め、環境意識と
環境教育を全国的に推進するため、政策協議に
貢献し、イニシアティブを主導している。さら
に、済州特別自治道のユネスコ世界遺産委員会
の委員でもある。2023 年からは、KNCU 国際
連携部長と韓国 ASPnet 国内調整官を兼任し、
国際協力の醸成とユネスコの使命の推進に引き
続き尽力している。

経歴
● 1999 年～現在：韓国ユネスコ国内委員会（現
国際連携部部長／ ASPnet 国内調整官）

● 2024 ～ 26 年：環境部（第 4）環境教育委
員会委員

● 2022 〜 24 年：済州特別自治道ユネスコ世
界遺産委員会委員

● 2022 年：ユネスコ IHP（政府間水文学計画）
韓国国内委員会委員／ユネスコ i-WSSM（水
の安全保障と持続可能な管理のための国際
センター）執行委員

● 2019 〜 22 年：環境部環境教育推進委員会
作業部会メンバー

● 2016 〜 20年：韓国教育学術情報院 ASEAN
サイバー大学プロジェクト諮問委員会委員

● 2018 年：環境部 K-SDGs 作業部会メンバー

ソ・ヒュンスク
Hyunsook SEO
韓国ユネスコ国内委員会　国際連携部長

Director, Division of Network Programme, Ko-
rean National Commission for UNESCO

提言 -Presentation



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

28

Ms. Hyunsook Seo majored in Political Sci-
ence and International Relations, and com-
menced her career at the Korean National 
Commission for UNESCO (KNCU) in 1999. At 
KNCU she has been actively engaged in vari-
ous programmes on human rights, peace, eth-
ics, sciences, Global Citizenship Education, 
Education for Sustainable Development, and 
international cooperation. She has also co-
ordinated teacher training and youth global 
citizenship projects, and carried out inter-
national and regional exchange programmes 
aimed at embodying and promoting UNESCO 
values and ideals. Notably, Ms. Seo played 
a pivotal role in coordinating an exchange 
programme between Korean and Japanese 
teachers and has served as the UNESCO As-
sociated Schools Network (ASPnet) National 
Coordinator in the Republic of Korea for over 
a decade. In addition to her responsibilities 
at KNCU, Ms. Seo is involved in various ex-
ternal activities. Currently, she serves as a 
member of Korea’s Committee of Environ-
mental Education under the Ministry of Envi-
ronment, contributing to policy discussions 
and leading initiatives to advance environ-
mental awareness and education nationwide. 
Additionally, she is a member of the UNESCO 
World	Heritage	Committee	of	the	Jeju	Spe-
cial	 Self-Governing	 Province.	 Since	 2023,	
Ms. Seo has been the Director of the Division 
of Network Programme in KNCU, as well as 
the ASPnet National Coordinator in Korea, 
demonstrating her continued commitment 
to fostering international collaboration and 
promoting UNESCO’s mission.

[Summary of CV]

●	1999~P re s e nt : 	 Ko r e a n 	 N at i o n a l	
Commission for UNESCO (currently 
Director, Division of Network Programme 
/	ASPnet	National	Coordinator)

●	2024-2026:	 Member, 	 Committee	 of	
Environmental	Education	(4th),	Ministry	
of Environment 

●	2022-2024:	 Member,	 UNESCO	World	
Heritage Committee of the Jeju Special 
Self-Governing Province

●	2022:	Member	of	 the	ROK’ s	National	
C o m m i t t e e  f o r  t h e  U N E S C O  I H P 
( I n t e r g o v e r n m e n t a l  H yd r o l o g i c a l 
Programme)	/	Executive	Member,	UNESCO	
i-WSSM	(International	Centre	for	Water	
Security and Sustainable Management )

●	2019-2022:	Working	 Group	Member,	
Environmental Education Promotion 
Committee, Ministry of Environment

●	2016-2020:	 Advisory	 Board	Member,	
ASEAN Cyber University Project, Korea 
Education and Research Information 
Service

●	2018:	Working	Group	Member,	K-SDGs,	
Ministry of Environment
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発表要旨 -Abstract

大韓民国では、環境教育と持続可能な開発の
ための教育（ESD）を、国の教育課程と教育制
度内の課外活動の両方に統合する取り組みを行
い、現在も継続している。同時に、ESD はユネ
スコスクールを含めた学習機関でも実施されて
いる。
ESD と地球市民教育（GCED）は、教育部

からのこうした支援、またユネスコスクール
（ASPnet）と国際パートナーシップの協働の両
方に支えられ、韓国で大きく発展してきた。こ
のイニシアティブは、持続可能性の原則を教育
の枠組みに組み込み、生徒、教育者、そしてよ
り広い共同体の間に持続可能性の文化を醸成す
ることを目的としている。
2004 年に「ESD の 10年」が始まった後も、

韓国の学校では ESD に関する理解や関連活動
に当初、大きな勢いは見られなかった。しかし、
2016 年を皮切りに SDGs の登場を受け、学校
や地域社会の間で ESD への理解が若干深まり、
時には環境教育と区別して扱うなど、認知度が
高まっている。
2023 年 12 月時点で、韓国には 500 校のユ

ネスコスクールが、韓国ユネスコ国内委員会
（KNCU）の支援を受け、ESD の目標と原則に
合わせたさまざまなプロジェクトに積極的に参
加し、ESD の推進にきわめて重要な役割を果た
している。これらの学校は、持続可能性に関連
するテーマをカリキュラムに取り入れ、環境保
全を推進し、地球市民を育成し、生徒の間で持
続可能な開発への責任感を育むことに重点を置

いている。
韓国における ESD イニシアティブのインパ

クトとリーチを高めるには、国内的また国際的
両方の協働とパートナーシップが不可欠であ
る。ユネスコスクールと韓国内外の教育機関と
の連携や、ユネスコが推進する協力関係は、持
続可能性教育の分野におけるアイデア、ベスト
プラクティス、リソースの交換を可能にしてい
る。
韓国の ASPnet 校における ESD 活動は、カ

リキュラムの統合、意識向上・アドボカシーキャ
ンペーン、実践的なプロジェクトを通じた生徒
の参加、社会奉仕活動、国際協力など、幅広い
試みにわたる。KNCU は、韓国の ASPnet 校が
国外の ASPnet 参加校とつながり、異文化の理
解と共通の学習経験を育むための交流プログラ
ム、パートナーシップ、協働プロジェクトを促
進するのに役立っている。
教員研修もまた、ASPnet 校で ESD を醸成す

るための重要な要素であり、教育者が効果的に
ESD を教育実践に導入できるように、専門能力
開発の機会や研修プログラムを提供している。
まとめると、韓国における ESD の実践は、

ユネスコスクールの活動により推進され、国際
パートナーシップにより支援を受けながら、環
境意識と社会的責任をもち、持続可能な未来に
貢献できる地球市民を育てることで、学習環境
を改革しようと目指している。

学習環境の変革：韓国のユネスコスクールの活動と 
国際パートナーシップを通じたESDの探求

Transforming the learning environment: Exploring ESD through UNESCO 
Associated Schools’ Activities, and International Partnerships in Korea
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The Republic of Korea has made, and contin-
ues	to	make,	efforts	to	integrate	Environmen-
tal Education and Education for Sustainable 
Development (ESD) into both the national 
education curriculum and into extra-curric-
ular activities within the education system. 
Simultaneously, ESD is being implemented by 
learning institutions themselves, including 
UNESCO Associated Schools.  

ESD and Global Citizenship Education 
(GCED)	 have	 been	 significantly	 fostered	 in	
Korea thanks both to this support from the 
Ministry of Education, and the collaborative 
efforts	 of	 the	 UNESCO	 Associated	 Schools	
Network (ASPnet) and international partner-
ships. The initiatives aim to integrate sus-
tainability principles into educational frame-
works, fostering a culture of sustainability 
among students, educators, and the wider 
community.

Understanding and activities related to 
ESD	did	not	initially	gain	significant	momen-
tum in Korean schools, even after the Dec-
ade	of	ESD	began	in	2004.	However,	with	the	
advent	 of	 the	 SDGs	 starting	 in	 2016,	 ESD	
became somewhat better understood among 
schools and communities, and there has been 
growing recognition, sometimes distinguish-
ing it from environmental education.

As	of	December	2023,	500	UNESCO	As-
sociated Schools in Korea have played a piv-
otal role in advancing ESD, actively partic-
ipating in various projects aligned with the 
goals and principles of ESD, supported by 
the Korean National Commission for UNES-
CO (KNCU). The schools focus on incorporat-
ing sustainability-related themes into their 
curriculums, promoting environmental con-
servation, fostering global citizenship, and 
nurturing a sense of responsibility for sus-
tainable development among students.

Collaboration and partnerships, both na-
tional and international, have been instru-
mental in enhancing the impact and reach 
of ESD initiatives in Korea. Partnerships be-
tween UNESCO Associated Schools and edu-

cational institutions within and outside the 
Republic of Korea, as well as collaborations 
facilitated by UNESCO, have allowed for the 
exchange of ideas, best practices, and re-
sources in the realm of sustainability educa-
tion.

ESD activities in Korea’s ASPnet schools 
encompass a wide range of endeavors, in-
cluding curriculum integration, awareness 
and advocacy campaigns, student engage-
ment through hands-on projects, community 
service activities, and international collabo-
rations. KNCU helps ASPnet schools in Korea 
to connect with international ASPnet partic-
ipants and facilitates exchange programmes, 
partnerships, and collaborative projects with 
them to foster cross-cultural understanding 
and shared learning experiences. 

Teacher training is also a key compo-
nent for the fostering of ESD within ASPnet 
schools, providing professional development 
opportunities and training programmes for 
educators	 to	 effectively	 integrate	 ESD	 into	
their teaching practices.

In summary, ESD practices in Korea are 
driven by the activities of UNESCO Associat-
ed Schools and aided by international part-
nerships, with the aim of transforming the 
learning environment by nurturing environ-
mentally conscious and socially responsible 
global citizens capable of contributing to a 
sustainable future.
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1958 年日本・広島県生まれ。1981 年東京
大学卒業。1999 年同大学より博士号取得（地
球物理学／海洋物理学）。主な研究分野は、主
要な学識経験分野である自然科学の海洋物理
学だけでなく、過去 20年にわたる海洋データ
管理や海洋政策などの社会科学にまで広く及
ぶ。1984 年から 16 年間、海上保安庁水路部
に調査監理官として勤務した後、2000 年に東
京大学海洋研究所（現大気海洋研究所）へ移る。
2011 〜 15 年まで、ユネスコ政府間海洋学委
員会（IOC）の 5人の副委員長の一角を担う。
2023 年 6月の第 32回 IOC 総会で IOC 議長に
選出。2015 年の海洋立国推進功労者内閣総理
大臣賞をはじめ、数々の賞を受賞している。現
在、専門分野で日本海洋政策学会副会長、漂着
物学会会長など複数の役職を務める。

Yutaka Michida, born in Hiroshima, Japan in 
1958,	graduated	from	The	University	of	To-
kyo	in	1981	and	received	his	PhD	in	geophys-
ics (physical oceanography) from the Univer-
sity of Tokyo in 1999.  His research interest 
covers rather wide including not only natural 
science of physical oceanography, his primary 
academic background, but also social science 
such as oceanographic data management and 
marine	policy	as	his	extended	research	field	
for	the	last	20	years.	After	16	years’	work-
ing	 as	 a	 research	 and	 administrative	 officer	
in the Hydrographic Department of Japan 
Coast	 Guard	 since	 1984,	 he	 moved	 to	 the	
Ocean Research Institute (presently Atmos-
phere and Ocean Research Institute) of The 
University	of	Tokyo	in	2000.		He	was	one	of	
the	five	vice	chairs	of	the	Intergovernmental	
Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO 
for	the	period	from	2011-2015.	Then	he	has	
been elected to the Chairperson of the IOC at 
the	32nd	Assembly	of	IOC	in	June	2023.	He	
has been awarded with several level of priz-
es, including Japan Prime Minister’s Prize of 
promotion	of	ocean	state	in	2015.		Currently	
Michida has been involved in several profes-
sional activities such as the Vice President 
of Japan Society of Ocean Policy and the 
President of Driftological Society.

提言 -Presentation

道田　豊
Yutaka MICHIDA
ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）議長

Chairman, Intergovernmental Oceanography 
Commission, UNESCO
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要旨-Abstract

2020 年 12 月の第 75 回国連総会で採択
された決議 A/RES/75/239 号に基づき、持
続可能な開発のための国連海洋科学の 10 年
（2021-2030 年）（以下、海洋の 10 年）が
2021 年 1 月に発足した。海洋の 10 年は、持
続可能な開発目標、特に SDG14 に関連する目
標を良好かつ効果的に達成するために、海洋科
学全般を推進することを目的とし、「きれいな
海」、「健全かつ回復力の高い海」、「予測できる
海」、「安全な海」、「持続可能で生産的な海洋」、
「透明性のある開かれた海」、「夢のある魅力的
な海」という 7つの社会的成果を掲げている。
海洋の 10年のコンセプトはまず 2016 年の第
49 回 IOC 理事会、その後 2017 年の第 29 回
IOC 総会に提示された。IOC 運営部門の一連の
会合で時間をかけて集中的な議論した後、海洋
の 10年の最終案が 2017 年国連総会に提出さ
れ、そこで海洋の 10年が 2021 年に開始され
ることが宣言された。上記の社会的成果を達成
するには、海洋科学研究の推進はもちろん、能
力開発、教育、アウトリーチのための活動の強
化が欠かせない。特に、持続可能な開発のため
の教育（ESD）は、「透明性のある開かれた海」
と「夢のある魅力的な海」という社会的成果の
重要な要素になるだろう。海洋の 10年が終了
する 2030 年以降も、次世代が十分に関与して
海洋の持続可能な利用を実現できるように、地
球規模の海洋環境を維持し、さらに改善してい
くことが私たち人類にとって本質的に重要であ
る。

The United Nations Decade of Ocean Science 
for	 Sustainable	 Development	 (2021-2030)	
(the Ocean Decade, hereafter) was launched 
in	January	2021,	based	on	the	Resolution	A/
RES/75/239	adopted	at	the	75th	General	As-
sembly	 of	 UN	 in	 December	 2020.	 The	Ocean	
Decade is to promote overall ocean sciences 
to	 well	 and	 effectively	 achieve	 the	 Sustain-
able Development Goals, particularly those 
related	to	SDG-14,	by	setting	seven	societal	
outcomes, namely, ‘A clean ocean’, A healthy 
and resilient ocean’, ‘A predicted ocean’, ‘A 
safe ocean’, ‘A sustainably productive ocean’, 
‘A transparent and accessible ocean’, and ‘An 
inspiring and engaging ocean.’ The concept of 
the Ocean Decade was initially presented to 
the	49th	Session	of	the	IOC	Executive	Council	
in	2016,	and	then	to	the	29th	Session	of	the	
IOC	Assembly	 in	2017.	After	 long	and	 inten-
sive discussions at a series of governing body 
meeting	 of	 IOC,	 a	 finalized	 proposal	 of	 the	
Ocean Decade was submitted to the UN Gener-
al	Assembly	in	2017,	where	the	Ocean	Decade	
was	declared	to	be	launched	in	2021.	In	order	
to achieve the societal outcomes listed above, 
enhanced activities of capacity development, 
education, and outreach are essential as well 
as	those	promoting	scientific	research	on	the	
ocean. In particular, Education for Sustainable 
Development (ESD) should be a key component 
in the societal outcomes for ‘A transparent 
and accessible ocean’ and ‘An inspiring and en-
gaging ocean.’  It is essentially important for 
us human beings to maintain and even improve 
global marine environment, so that we will be 
able to make it possible to realize sustainable 
use of the ocean beyond the Ocean Decade to 
be	finished	in	2030,	with	full	engagement	of	
next generations.

国連『持続可能な開発のための海洋科学の10年』 
におけるESDの役割

Roles of ESD in the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development
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提言 -Presentation

ムクシンクジャ・アブドゥラフモノフ
Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV
ウズベキスタン共和国　駐日特命全権大使
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Republic of Uzbekistan to Japan

1974 年 2月 14日
ウズベキスタン共和国フェルガナ州生まれ
経歴	
1991 〜 96年タシケント国立経済大学学部生
1994 〜 95 年カリフォルニア州立大学チコ校 
	 　　　		インターンシップ（米国）
1996 〜 98 年ウズベキスタン共和国大統領付 
　　　　　　		属国家・社会建設アカデミー聴講生
1998 〜 01年小樽商科大学修士課程修了
2001 〜 04年北海道大学博士課程
2004 〜 06年コカ・コーラ・ウズベキスタン
　　　　　　		セールスマネージャー
2006 〜 08年北海道大学研究員
2008 〜 17年エムトラスト社社長（日本）
2018 〜 21年フェルガナ州副知事、投資対外
　　　　　　		貿易局長
2021 年４月ウズベキスタン共和国外務省経済
　　　　　　外交局対外投資担当部長
2021 年 7月駐日ウズベキスタン特命全権大使
言語
日本語、英語、ロシア語、タジク語、アラブ語
既婚、4児の父。

Born	on	February	14,	1974,	
in the Fergana region, Uzbekistan.
1991‐1996	 yy.- student of Tashkent State 

University of Economics
1994‐1995	yy.-	 internship	at	the	California	

State University Chico(USA)
1996‐1998	 yy.-	 listener	 of	 courses	 at	 the	

Academy of State and So-
cial Construction under the 
President of the Republic of 
Uzbekistan

1998‐2001	yy.	Master’s	at	Otaru	University	
of Commerce (Japan)

2001‐2004	 yy.-	 PhD	 student	 at	 Hokkaido	
University (Japan)

2004‐2006	yy.-	“Coca-Cola	Uzbekistan	LLC”	
sales manager

2006‐2008	yy.-	Researcher	at	Hokkaido	Uni-
versity (Japan)

2008‐2017	 yy.-	 Director-General	 at	 the	
“MTRUST	Co.	Ltd.”	(Japan)

2018‐2021	yy.-	Vice	Governor	of	the	Fergana	
region - Head of the Regional 
Department of Investments 
and Foreign Trade

April	2021	y.	 -	Head	of	the	 Investment	De-
partment of the Ministry of 
Foreign	Affairs	of	the	Repub-
lic of Uzbekistan

From	 July	 2021	 y.	 -	 Ambassador	 Extraor-
dinary and Plenipoten-
tiary of the Republic of  
Uzbekistan to Japan 

Speaks Japanese, English, Russian, Tajik and 
Arabic.
Married with four children.
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発表要旨 -Abstract

はじめに
ウズベキスタン政府は、「2030 年までの国

の持続可能な開発目標およびターゲットを実施
するための措置について」（2018 年 10 月 20
日付）および「2030 年までの国の持続可能な
開発目標およびターゲットの実施を強化するた
めの追加措置について」（2022年 2月 21日付）
の決議を採択した。ウズベキスタンにおける
SDGs の実施は、「2017-2021 年ウズベキスタ
ン行動戦略」と現在進行中の「2022-2026 年
新ウズベキスタン開発戦略」の枠組みにおける
大規模な改革を伴うものである。
国内におけるSDGs実施調整システム
「人間の名誉と尊厳の名の下に」という基本
理念に基づき、ウズベキスタン政府は、2026
年までに達成すべき測定可能な目標として、貧
困の半減、就学前教育の普及率を 80％、高等
教育の普及率を 50％へ引き上げることを掲げ
た。2022年 2月 22日の政令により、16の目
標と 126 の目的の実施に関するモニタリング
システムが創設された。このシステムには190
の指標が含まれ、うち 128 は統計庁のポータ
ル（nsdg.stat.uz）で公表されている。2023
〜 24年には、国の持続可能な開発目標とター
ゲットを確実に達成するため、特別な「ロード
マップ」が策定された。2022 年 12 月 14 日、
ウズベキスタン大統領のイニシアティブによ
り、国連総会は「持続可能な開発目標の達成加
速化における議会の役割強化関する決議」を全
会一致で承認した。第1回国際フォーラムは「持
続可能な開発目標達成のための議会間グローバ
ル協力」（2021年 6月 23日～ 24日、ブハラ）。

教育
教育の質の向上は、新ウズベキスタンの発展

に向けた唯一の正しい道である（シャフカト・
ミルジヨエフ・ウズベキスタン共和国大統領）。
改革の結果、就学前教育を受ける子供の割合は
2017 年の 27.7% から 2022 年には 70%に増
加し、就学前教育機関の数は 5,211 から 2万
7,609 に増加した（SDG4）。新ウズベキスタ
ン開発戦略では、2026 年までに就学前教育の
普及率を 80%に引き上げることを目標として
いる。
高等教育
2019 〜 22 年に高等教育機関の数は 108 か

ら 199 に増加し、高等教育機関の入学枠はほ
ぼ倍増して 38％まで伸びた。2015 〜 21 年
に若年女性の高等教育進学率は 5倍増に改善
されたが、男性の進学率と比較すると、まだ
1.64％低い。
経済支援
授業料契約ベースで女性を育成する優遇条件

の教育ローン。2021 年から、毎年 3,000 人以
上の女子に個人向け助成金が割り当てられてい
る。
特殊教育のニーズ
2021 〜 22 年度には、特別な教育を必要と

する児童 2万 1,685 人が特殊学校教育を受け、
うち 6,474 人は結核や骨疾患の子どもたち向
けの療養所型の寄宿学校で、1万 4,059 人は
家庭で個別指導を受けた。2021 年 6 月 7 日、
ウズベキスタン共和国法「障害者権利条約の批
准について」が署名され、すべての子どもにイ
ンクルーシブ教育を受ける権利が保障された。

教育のSDGs達成に関するウズベキスタンの政策
Uzbekistan’s policy on reaching education SDGs
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2022 年 12 月現在、ウズベキスタンの 195 の
学校で 204 のインクルーシブ学級が編成され
ている。
最新のスキル
情報通信技術のスキルがある人口の割合は、

2019 年と比較して 2021 年には平均 1.6 ポイ
ント増加した。インターネットやコンピュー
ターを教育目的で利用できる学校の割合は、
2021 年には 92.5%に拡大した。
今後のステップ

• 質的かつ包括的な教育に目を向けながら、
国の社会経済発展の重要セクターとして教
育の優先度を引き続き重視する

• 遠隔地のインターネットインフラを整備す
る

• 将来の職業について若者に明確な目標を形
成させる

• 国民の自己教育を促進する
• 教育のアクセシビリティと包括性を確保す
る取り組みを継続する

• 官民パートナーシップを拡大し、 教育に
対する民間投資を誘致する

• 教育をデジタル化し、 デジタル教育コン
テンツを制作するとともに、 双方向・遠
隔学習のメソッドを推進する

• 就学児童の知識、スキル、資質を客観的
に評価するため、全国評価システムを導
入する

Introduction
The Uzbek Government adopted resolutions 
“On measures to implement the national sus-
tainable development goals and targets until 
2030”	(dated	October	20,	2018)	and	“On	ad-
ditional measures to enhance the implemen-
tation of the national sustainable develop-
ment	 goals	 and	 targets	 until	 2030”	 (dated	
February	21,	2022).	The	 implementation	of	
the SDGs in Uzbekistan is accompanied by 
large-scale reforms within the framework 
of the “Action Strategy of Uzbekistan for 
2017-2021”	 and	 the	 ongoing	 “Development	
Strategy	of	New	Uzbekistan	for	2022-2026”.	
National SDG Implementation 
Coordination System
Our basic principle “In the name of human 
honor and dignity”. The Uzbek Government 
set	measurable	goals	to	be	achieved	by	2026:	
halving poverty, increasing coverage of pre-
school	education	and	higher	education	to	80	
and	 50%,	 respectively.	 Government	 decree	
of	February	22,	2022	created	the	monitor-
ing system regarding the implementation 
of	16	goals	and	126	objectives.	The	system	
includes	 190	 indicators,	 128	 of	 which	 are	
published on the Statistics Agency portal 
(nsdg.stat.uz). A special “Roadmap” was de-
veloped to ensure the achievement of the 
national sustainable development goals and 
targets	 in	 2023-2024.	 On	 the	 initiative	 of	
the	President	of	Uzbekistan	on	December	14,	
2022,	the	UN	General	Assembly	unanimously	
approved the resolution “On strengthening 
the role of parliaments in accelerating the 
achievement of the Sustainable Develop-
ment	 Goals.”	 The	 first	 international	 forum	
“Inter-parliamentary global cooperation in 
achieving Sustainable Development Goals” 
(Bukhara,	June	23-24,	2021)
Education
Improving the quality of education is the only 
correct way for the development of New Uz-
bekistan H.E. Shavkat Mirziyoyev – President 
of the Republic of Uzbekistan. As a result of 
the reforms, the coverage of children with 
preschool	 education	 increased	 from	 27.7%	
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in	2017	to	70%	in	2022,	the	number	of	pre-
school education institutions increased from 
5,211	to	27,609	(SDG	4).	 	According	to	the	
Development Strategy of New Uzbekistan, 
the goal is to increase the coverage of pre-
school	education	to	80%	by	2026.	
Higher Education 
In	2019-2022,	the	number	of	higher	educa-
tion	institutions	increased	from	108	to	199,	
and the quota for admission to higher edu-
cation institutions was nearly doubled and 
increased	to	38	percent.	The	rate	of	cover-
age of young women with higher education 
in	2015-2021	improved	by	5	times,	but	com-
pared to the coverage of men, it is still lower 
by	1.64%.
Financial assistance
Educational loans with preferential terms 
and conditions for training women on a 
fee-contract	basis.	Starting	from	2021,	 in-
dividual grants have been allocated annually 
for	more	than	3	thousand	girls.	
Special educational needs
In	 the	 2021-2022	 academic	 year,	 21,685	
children with special educational needs were 
educated in specialized schools, of which 
6,474	 in	 sanatorium-type	 boarding	 schools	
for children with tuberculosis and bone dis-
eases	 and	 14,059	 individually	 at	 home.	 On	
June	7,	2021,	the	Law	of	the	Republic	of	Uz-
bekistan	“On	Ratification	of	the	Convention	
on the Rights of Persons with Disabilities” 
was signed to ensure the right of every child 
to	inclusive	education.	As	of	December	2022,	
204	inclusive	classes	were	organized	for	the	
education	of	students	in	195	schools	of	the	
country. 
Modern Skills
The share of the population that has infor-
mation and communication technology skills 
increased	 by	 an	 average	 of	 1.6	 percent-
age	points	in	2021	compared	to	2019.	 	The	
share of schools with access to the Internet 
and computers for pedagogical purposes in-
creased	to	92.5%	in	2021.	

Further Steps

• to continue emphasizing the priority of 
education as a key sector of the socio-
economic development of the country, 
paying attention to qualitative and 
inclusive education;

• to develop Internet infrastructure in 
remote regions;

• to shape an exact goal among young 
people about the supposed future 
profession;

• to  promote se lf-education  of  the 
population;

• to continue efforts to ensure the 
accessibility  and inclusiveness of 
education;

• to expand public-private partnerships and 
attract private investment in education;

• to digitalize education and create 
digital educational content, as well as 
promote interactive and distance learning 
methods;

• introduce a national assessment system 
in order to objectively assess the 
knowledge, skills and qualifica tions of 
schoolchildren
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職歴
アメリカ・テキサス州で 26年にわたり教職に従事
アメリカと日本で 58年にわたり畜産業（肉牛）に従事

学歴
学位：
1969 年　セントジョー高校卒
1971 年　ノースセントラルテキサス・カレッジ準学士号
1976 年　ノーステキサス大学学士号（教育学）
1992 年　テキサスウーマンズ大学	特殊教育認定証
2004 年　テキサスウェズリアン大学修士号（教育学）

研究活動：
2003 年　日本フルブライトメモリアル基金教員プログラム
2005 年　日本フルブライトメモリアル基金修士教員プログラム
2006 年　日本フルブライトメモリアル基金修士教員プログラム
2007 年　日本フルブライトメモリアル基金修士教員プログラム
2009 年　全米人文科学基金	真珠湾に関するワークショップ

表彰：
連邦議会下院決議第 904 号、テキサス州上下院決議第 541 号において「カリスバーグ ISD（独立
学区）と日本の気仙沼市の学校の教育者、および両国の生徒の教育の質を向上させる刺激的な意見
交換……日米の教育者の素晴らしい協力により、異文化学習と国際カリキュラムの開発が促進され、
異なる国籍の生徒が重要課題の研究で協力することが可能になること……」	に対して功績を認めら
れる。
2014 年　ダラス・フォートワース日米協会友情の架け橋賞

提言 -Presentation

ティム・ジョーンズ
Tim JONES
グラッドニー牧場（北海道）牧場長（元米高校教師）
Manager, Gladney Farm in Hokkaido 
 (Former High School Teacher in USA)
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Experience
26	years	teaching	in	Texas,	USA
58	years	raising	cattle	in	the	USA	and	Japan	

Education 
Degrees:  
Saint	Jo	High	School	1969	 	
A.A.	North	Central	Texas	College	1971								
B.S.	Ed.		University	of	North	Texas,	1976		
Special	Education	Certification,	Texas	Woman’ s	University,	1992					
M.	Ed.				Texas	Wesleyan	University,	2004

Fellowships:
Japan	Fulbright	Memorial	Fund	Teacher	Program,	2003
Japan	Fulbright	Memorial	Fund	Master	Teacher	Program,	2005
Japan	Fulbright	Memorial	Fund	Master	Teacher	Program,	2006
Japan	Fulbright	Memorial	Fund	Master	Teacher	Program,	2007
National	Endowment	for	the	Humanities	Workshop	on	Pearl	Harbor,	2009

Honors  
House	Resolution	No.	904	The	State	of	Texas	House	of	Representatives	and	Senate	Resolution	
No.		 	541	Recognizing	“Educators	from	Callisburg	ISD	and	schools	in	Kesennuma,	Japan,	and	
their inspiring exchange of ideas enhancing the quality of education for students in both 
countries…a	remarkable	collaboration	between	Japanese	and	American	educators	that	
furthers cross-cultural learning and the development of international curricula and allows 
students	of	different	nationalities	to	work	together	in	researching	important	issues…”
2014	Japan	America	Society	of	Dallas/Fort	Worth	Bridges	to	Friendship	Award
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発表要旨 -Abstract 

マヤ・アンジェロウは「よくわかるまで全力
を尽くしなさい。そしてよくわかったら、もっ
とうまくやりなさい」という言葉を残した。持
続可能な開発のための教育を信奉する私たち
は、教室のドアを閉めた後でも、あらゆる機会
を通じて、もっとうまくやるように周囲にも説
いている。
私の世代の農業従事者は、化石燃料産業に引

けを取らず、生態系を破壊してきた。これほど
残念なことはない。私は父から、自分の居場所
は来た時よりもきれいにして去るようにと教え
られた。14 歳で米国学校農業クラブ連盟の信
条を認め、「よりよい方法でよりよい日々を送
る」ことは可能だという考え方を守ってきた。
そして 73歳になり、毎朝目を覚ましては、自
分たちの世代が作り出した不手際の後始末をし
ようと 1日を過ごしている。
大自然の北海道に暮らす年老いたカウボーイ

でも、ESDに携わることはできる。グラッドニー
牧場では、土壌の健全性を回復する手段である
再生放牧について学ぶ意欲のあるグループをよ
く受け入れている。
国連食糧農業機関（FAO）は、「土壌の健全

性は、すべての持続可能な開発目標の前提条件
である」と述べている。土壌の健全性のカギを
握るのは、土壌の再生だ。土壌の健全性を回復
するための最大の障壁は、私たちの食生活にあ
る。現在の食品産業は、土壌を枯渇させ、栄養
価の低い食品を提供し、肥満や糖尿病、がん、
心疾患、高血圧といった人間の健康問題により

社会に負担をかけている。健康な土壌は、大気
中の炭素を減らし、水循環と栄養循環を回復さ
せるだろう。

• 私たちには、自分が生まれてきた時よりも
地球をよい状態へ回復させる倫理的な義務
がある。だれも単独では実現できないが、
目標に到達する道はある。土壌の再生は、
炭素循環、水循環、栄養循環を回復させる
カギである。

• 大気中の炭素を 300ppm まで低減できる
と、社会は持続可能になる。CO2 排出量
300ppmの目標達成につながる道筋はいく
つかあるが、土壌の健全性はいずれの選択
肢においても不可欠である。

• 土壌の健全性を取り戻すことは、農家だけ
の問題ではない。食生活を変えることで、
だれもが貢献できる。私たちは栄養に関す
る知恵を取り戻し、子どもたちに教えてい
く必要がある。

• グラッドニー牧場では、健やかな土壌が健
やかな食品、健やかな人間、そして健やか
なコミュニティを生み出すと考えている。
ESD は 1つの道筋である。ぜひ、ご参加い
ただきたい。

老カウボーイの反芻：ESD、より良い方法で 
より良い日々を求める生涯にわたる探求

Ruminations of an Old Cowboy 
ESD, a Lifelong Quest for Better Days through Better Ways
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Maya Angelou said, “Do the best you can until 
you know better. Then when you know better, 
do better.” For those of us who put our faith 
in Education for Sustainable Development, we 
also teach others to do better every chance 
we get, even after we close the doors to our 
classroom. 

My generation of agriculturalists has 
damaged the ecosystem as much as the fos-
sil fuel industry. I am truly sorry. My father 
taught me to leave a place cleaner than I 
found	it.		At	14	years	old	I	adopted	the	Fu-
ture Farmers of America Creed and have 
clinged to the idea that we can have “Better 
Days	through	Better	Ways.”	So,	at	73	years	
old, I wake up every morning and spend the 
day trying to clean up the mess my genera-
tion created. 

Even an old cowboy living in wild Hokkai-
do can be involved in ESD. At Gladney Farm 
we often host groups interested in learning 
about regenerative grazing, our tool for re-
storing Soil Health. 

The UN FAO says   “Soil Health is the pre-
requisite	 for	 ALL	 Sustainable	 Development	
Goals.” The key to soil health is soil regener-
ation. The greatest barrier to restoring soil 
health is the way we feed ourselves. The cur-
rent food industry is depleting soil, providing 
us with less nutritional foods, and burdening 
society with human health problems such as 
obesity, diabetes, cancer, heart disease, and 
high blood pressure. Healthy soils will result 
in lowering atmospheric carbon, restoring 
the water cycle and nutrient cycle.
•	 We	have	an	ethical	obligation	to	restore	the	

planet to a condition better than existed 
when we were born. No one can do it alone, 
but there are paths to reaching the goal. 
Regenerating soil is key to restoring carbon 
cycle, water cycle, and nutrient cycle.

• Society will be sustainable if we can reduce 
atmospheric	 carbon	to	300	ppm.	Several	
pathways	can	help	us	reach	the	goal	of	300	
ppm CO2, and soil health is essential to every 
option.

• Restoring soil health is not a problem just for 
farmers; we can all contribute by changing 
the	way	we	feed	ourselves.	We	need	to	regain	
our nutritional wisdom and teach our children 
nutritional wisdom. 

• At Gladney Farm, we believe healthy soil 
produces healthy foods, healthy humans, and 
healthy communities. ESD is a pathway. Please 
join us.
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質疑応答
モデレーター（及川）：皆さま、素晴らしい
プレゼンをどうもありがとうございました。
Q&Aの時間として 10分ございます。
午前中のセッションでは、基調講演から始

まって、その後 5 名のプレゼンテーターが、
素晴らしい提案・メッセージを送ってくれまし
た。せっかくの機会というか、これほどの世界
各国からの一線級の方々が一堂にここに会する
ということもなかなかないと思いますので、ぜ
ひ、今までのプレゼンに対して、何かご質問と
かコメントがあれば、会場の皆さんからいただ
きたいと思います。手を挙げてください。
高橋教育長、お願いします。

高橋：四国の愛媛県新居浜市教育委員会の高橋
でございます。今日は素晴らしいスピーチをい
ろいろ聞かせていただいてありがとうございま
した。どのスピーチも本当に学ばせていただく
ことがたくさんあるのですが、今、最後の Tim
さんが映っていますので感想を述べます。
Think	Globally,	Act	Locally という言葉があ

りますけれども、まさに地球を愛するという
Think	Globally の考え方、そして日々の生活は
Act	Locally、本当にそれを自信を持って取り
組んでいらっしゃるところが素晴らしいと思い
ました。
教育現場に身を置いていますが、子どもたち

が一番変わっていくのは、体験を通して自信を
つけていく時だと思います。教育は全て、人格
の完成を目指して行っています。難しいことを
説いてもなかなか子どもたちには入っていきま
せんが、為すことによって学ぶというのは日々
感じているところです。
新居浜市は 28 校の学校がありますけれど

も、全てユネスコスクールで、そして全てがコ
ミュニティースクールになっています。学校だ
けにとどまらず、地域社会と共に実践活動して
いく、それによって取り組みが強化されていく
ような、そういう姿を取っています。その中に
3000 人の校区がありますけれども、その校区
の防災訓練に子どもたちも含めて 1000 人が参
加する、こういうことも生まれてきています。
ESD の力は、地域や、そして体験を通して行動
するときに、本当に大きな力になっていくとい
うことを感じております。
最後に、ウズベキスタンの話は衝撃的でした。

国債を発行して、これだけ急激な、わずかな年
数の中で社会環境が変わってくるんだなという
ことで、本当に夢のような話です。確かナボイ
劇場を通してウズベキスタンと日本は非常に深
い信頼関係があると思います。ぜひまた、可能
でしたら私の町にも来て、お話をしていただけ
ればうれしいと思います。

モデレーター：ありがとうございました。Tim
さん、今のコメントについて何か話は、地域と
一緒に活動するとか、Timさんの場合は、今日
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もたくさんの黒松内の方々もオブザーブしてい
るようですね。ワールドカップではないですけ
れども、パブリックビューイングを牧場でやっ
ているらしいです。Timさんは、いろいろな大
学とか関係機関とかそういう方々と連携してい
るようですが、その辺はいかがですか。

JONES：とても温かいお言葉をありがとうご
ざいます。一言コメントさせていただきますと、
私たちが持っている関係は非常に重要なもので
すので、私たち牧場では本当に皆さんを歓迎い
たします。オープンドポリシーを持っています
ので、いつでも皆さんお越しいただければと思
います。どこでも皆さん見ていただきたいもの
は見ていただけるようになっています。
というのも、フルの透明性を確保することが

とても重要だと思っているのです。透明性があ
るということが重要だと思います。若い方に学
んでいただくため、特に私たちの生活・ライフ

スタイルに、近代的な農業がどういった効果が
あったのか。例えば土壌とか。私たちを支える
土壌ということを知ってもらうためにも、透明
性は絶対欠かせないと思っています。
今回私たちの農場にいただいた方も、そこを

非常に高く評価してくださっている方が多いで
す。私たち農場では透明性を確保することをと
ても重要視していて、誰でもその協力をします
よと言っています。つまり、どこの国の方でも
来ていただいても OKです。これまで 21 カ国
の方にご訪問いただきました。私にとっては本
当にすごいことだと思っています。
私個人で言えば一番いいのは、私の孫たちは

東京に住んでいるんですけれども、よく北海道
の牧場に来るんですね。こういった海外のグ
ループの方に来ていただくときには、孫もやっ
てきて、世界各地の方と交流することができる
機会をいただいています。
今日ご参加の皆さん、いつでも私たちにご連
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絡いただいて、モデレーターの及川先生も私の
連絡先をご存じですので、もし来たいという方
はぜひお越しいただきたいと思います。これか
らも交流していただきたいです。

モデレーター：ありがとうございました。とい
うことで、牧場はいつでもウエルカムだそうで
す。北海道の黒松内、現在、1メートルの雪が
積もっているそうですけれども、そこに乗り込
む勇気があるならばどうぞ行ってください。夏
は非常にいいですし、秋もきれいなところです。
今、透明性、トランスペアレンシーというこ

とがありましたけれども、道田先生のプレゼン
の中にも透明性は非常に重要だということがあ
りましたが、道田先生、その辺について何かご
意見はありますか。市民がアクセスできる環境
がどういうふうに大事なのか。先ほどのプレゼ
ンの補足になるかもしれないですけれども。
それから、その後大使にもコメントをいただ

きますので、よろしくお願いします。

道田：ありがとうございます。トランスペアレ
ンシー、さっき簡単にしか言いませんでしたけ
れども、みんなの海だということなんですね。
透明性が高いというのは、われわれ専門家の側
は透明性が高いと思っているんですけれども、
透明性が高いんだということを理解してもらっ
て、それを、アクセシビリティーをわれわれは
確保しているつもりだけれども、そこにアクセ
スする能力とかそういったことも込みで、トラ
ンスペアレンシーとアクセシビリティーが実現
されるという理解をしていただくといいなと思
うんですね。そのためにわれわれは努力します
ので、教育セクターの方もぜひ一緒になってそ
の辺を改善できるといいなと思っています。
モデレーター：ありがとうございました。垣根
を越えて低くするということですね。大事なこ
とです。
では、アブドラフモノフ大使、先ほど、高橋

教育長からウズベキスタンについて言及があり
ましたので、感想でもいいです。いいですか。
どうぞ。

ABDURAKHMONOV：ありがとう
ございます。日本語でちょっとだ
け頑張ってみます。
実は最近の7年間のことですが、

ウズベキスタン政府は幼児教育の
方をよく頑張って、私もプレゼン
テーションで言っていたように、
前は大体 30％以下の就学率で、ほ
とんどの子どもたちが行けなかっ
たんですけれども、今はもう 70
以上になっています。本当にかな
り多くの子供が幼稚園に行けるよ
うになりました。
もう一つ言いたいのは、ウズベ

キスタンのリテラシーレートは
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99.7％ぐらいまでになっていて、世界的
に見ると日本のリテラシーレートとほと
んど変わらない数値になっております。
大学についても、前は 10％も行けな

かったんですけれども、今は 40％になっ
てきました。2030 年までにはできるだ
け頑張って、半分ぐらいの高校卒業者が
大学に入れるようしたいと思っていま
す。
もちろん日本とのつながりはいろいろ

あって、その一つがナボイ劇場になって
いてします。今は、今日私がモデレー
ターの及川さんとも話をしたんですけれ
ども、奈良とサマルカンド市の交流が結
構深くなっていますので、それも本当に、
もう一つのいい話かなと思っています。どうも
ありがとうございます。
モデレーター：ありがとうございました。では、
連携については午後の部で、ゆっくりとまたお
話を伺いたいと思います。
あと一人か二人質問を受け付けたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。質問は一人 1個
にしていただければと思います。また、なるべ
く簡潔に質問をお願いしたいと思います。
川井：地元で、「SDGs 学び旅」という事業を、
奈良教育大学さんと一緒にやっております川井
と申します。実行委員長を務めています。
本日、道田先生の漂着物学会、ドラフトロジー

という、非常に興味深いお話を伺いました。教
育に関しましては、どうしても SDGs というこ
とで次世代が中核になっていますけれども、現
役世代がもう一度、自分たちの行動に対して次
世代にどういう環境を残すのかという意味で
も、非常に漂着物学会の活動は面白いなと思い
ました。
奈良でやったらどうですかというお話だった

んですけれども、例えばですが、シカロジー、

ディアロジー、鹿学会という形で、動物の行動
と奈良の地域を、それこそ鹿の行動と増えすぎ
ている問題の両面がありますので。そういうこ
とを研究する学会というのはどうでしょうかと
いうことを道田先生に伺ってみたいと思いま
す。
モデレーター：道田先生、いかがですか。
道田：道田でございます。コメントありがとう
ございます。鹿学会、いいのではないですか。
端的にはそういうことだと思いますけれども。
何を言いたいかというと、入り口は別に何だっ
ていいんですね。ただ、皆さんに関心を持って
いただけるような入り口が用意されていれば、
ありだと思いますね。漂着物学会については、
私は今日、特に大上段に振りかぶって、「シチ
ズンサイエンス（市民科学）」と言いましたけ
れども、そんなことすら学会の中で言ってはい
ません。言ってはいないんですけれども、子ど
もたちとか若い人たちを巻き込むときに、昨今
だとついついプラスチックで海が汚れていると
かそういう話になりがちです。けれども、そこ
は入り口ではありません。ビーチコーミングっ
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て面白いんですよ。「こんな珍しいものがあり
ます」、「これはどこから来たんでしょうか」と
いうことから始まって、自然にそれを見ている
と、そういう海岸に皆さん立つと、「あら？	こ
んなところにプラスチックもあるね」みたいな
ことに気が付いていくんですね。
ですので、こちらから押し付けるのではなく

て、「きれいな海を守るために何かしなくては
いけないな」と自然に思えるようなことができ
るといいなと思ってわれわれは活動しておりま
す。鹿学会ができれば、鹿とどう共存して将来
にわたってサステナブルな社会を築くのかとい
う観点を自然に、あまり押し付けないで場が提
供できるということであれば、ぜひやっていた
だくといいのではないかと思いました。
モデレーター：ありがとうございました。川井
さん、よろしいでしょうか。
海洋プラスチックは別に海だけの問題ではな

くて、出す人はどこで出しているんだというこ
とを考えれば、これが内陸だったり都市部だっ
たりするわけです。先ほど斉藤さんのプレゼン
にもあったように、只見で海洋プラスチックの
問題に取り組んでいるという話がありましたけ
れども、只見は日本のど真ん中ですから、海も
何もないところでそういう問題に取り組んでい
る。つまり、森・川・海というつながりを考え
ながらやっていくのが非常に大事なことです。
しかも、道田先生のサジェスチョンは、それ
を押し付けるのではなくて、自分で見つけてい
く、発見していくということが重要だというお
話だと思いました。ありがとうございました。
他にいかがですか。あと一人だけにしたい

と思います。
中川：国土交通省兼水産庁の中川と申します。
道田先生にお伺いします。先ほどの透明性に加
え IOC のコアミッションはキャパシティービ
ルディング（能力開発）と伺いましたが、昨今、

特に日本もそうですが、海洋調査船不足がどん
どん深刻になっております。今回、能登沖の地
震においても、本来だったらいたはずの深海調
査船が引退してしまって使えないので、別の船
を持ってきましたが、その船は先の船よりも船
齢が年取っている船を使っております。そのた
めいろいろ使い勝手が悪い状態の中で海洋調査
をやっているのですが、その透明性が国民に伝
わっていないと思うのですが、道田先生に、そ
の点をお伺いいたしたく存じます。
道田：ありがとうございます。今、ご指摘のと
おりの状況であることは確かですね。ですので、
私のできることはやっているつもりですけれど
も、ご指摘のような状況はあまり国民に知られ
ていないということであれば、今名乗られた国
土交通省ということもありましたので、国交省
の側でもできることはやっていただきたいです
し、文科省もやるべきことはやっていくという
ことになると思います。
私はご指摘のとおりこの 3月で大学を退職

しますが、退職した後も、IOC の議長の立場
は続くので IOC として、調査船の重要性とか、
サステナブルな観測があってこその海洋科学で
あり、その先にある課題解決なので、その辺り
を強調していくことについては継続してやりた
いと思っています。よろしくご協力のほどお願
いします。
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モデレーター：ということだそうです。よろし
いでしょうか。
では、時間となりましたので、これで午前中

のセッションを終了にしたいと思います。皆さ
ん、もう一度スピーカーの皆さまに拍手をお願
いします。（拍手）

午後もいろいろディスカッションの時間を
取っています。どうぞ皆さん積極的にご発言く
ださい。
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Q＆A for Morning Session
Moderator (Oikawa):OK. Thank you very 
much	 for	 your	 wonderful	 presentation.	 We	
have	10	minutes	for	Q&A.	From	now.

We	started	with	the	keynote	speech,	and	
then	 the	five	 presenters	 gave	 us	wonderful	
suggestions and messages. It’s rare to have 
such a distinguished group of people from 
around the world in one place, so please feel 
free to ask them questions or comment on 
their presentations. Please raise your hand. 
How many of you have questions?

Mr. Takahashi, please.

Takahashi:I am Takahashi from the Niihama 
City Board of Education, Ehime Prefecture in 
Shikoku. Thank you for all the wonderful lec-
tures today. I really learned a lot from all the 
lectures.

As for the last presentation of Tim-san, 
he is now on the screen, although I often hear 
the phrase “think globally, act locally”, it is 
wonderful that he practices it with his belief 
in “think globally” to love the earth and “act 
locally” in daily life.

I work in the education sector. Children 
grow	 the	 most	 when	 they	 gain	 confidence	
through experience. The purpose of educa-
tion is to perfect one’s character. I feel every 
day that children learn through actions, not 
through explanations.

The	City	of	Niihama	has	28	schools,	all	
of which are UNESCO Associated Schools 
and community schools. To strengthen their 
initiatives, the schools carry out practical 
activities not only in the schools but also 
in the local communities. For example, in a 
school	 district	with	 3,000	 students,	 1,000	
residents including students, participate in 
disaster drills in that school district. I feel 
that ESD really becomes a great power when 
we act in communities and through our expe-

riences.
Finally, I’d like to mention about the 

presentation on Uzbekistan. It was amazing. 
It is really fantastic to see the social envi-
ronment can change so quickly and in such 
a short time by issuing government bonds. 
Uzbekistan and Japan have a very deep rela-
tionship of trust through the Navoiy Theat-
er. It would be great if they could visit our 
city to talk more if possible.

Moderator:Thank you very much. Tim, about 
your collaboration with the community, or in 
your case, with the local citizens. Many peo-
ple seem to be watching this conference from 
Kuromatsunai	 Town	 today.	 Like	 the	 World	
Cup, they are holding a public viewing. Tim, 
would you like to comment on that? You are 
working with various people from universi-
ties and related organizations.

Jones:Thank you very much for your kind 
words.	Let	me	 just	say	one	thing.	The	rela-
tionships that we have built are very impor-
tant	and	we	welcome	you	all	to	the	farm.	We	
have an open policy, so please feel free to 
visit us anytime. You can see what you want 
to see here.

I think it’s so important to have full 
transparency. Transparency is crucial. It 
helps young people learn how modern agricul-
ture has worked. Especially on our lives and 
lifestyles. For example, soil. I think trans-
parency is absolutely essential for people to 
know how the soil supports us.

Most of those who visited our farm this 
time appreciated this point. Our farm is com-
mitted to transparency, and we are willing 
to work with anyone to achieve this goal. I 
mean, visitors from any country are welcome. 
So	far,	we	have	had	visitors	from	21	different	
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countries. I think it’s really amazing.
Personally, the best thing is that my 

grandchildren, who live in Tokyo, often visit 
here	in	Hokkaido.	When	we	have	international	
groups visiting, my grandchildren also come 
to interact with them.

Participants today, please feel free to 
contact us at any time. Dr. Oikawa has my 
contact information, so if you want to come, 
don’t hesitate to visit us. I hope that we can 
continue this exchange.

Moderator: Thank you very much, Tim. He 
said we are always welcome. Kuromatsunai 
in Hokkaido has one meter of snow on the 
ground right now, but if you dare to set foot 
there, please visit them. The scenery there 
is especially beautiful in the summer, also in 
the fall.

Speaking of transparency, as he just 
mentioned, Dr. Michida also mentioned in his 
presentation that transparency is very im-
portant. Do you have any comments on that? 
How

important it is to have an accessible en-
vironment for citizens. Any comments you 
would like to add to your presentation? I 
would also like to have the Ambassador’s 
comments afterwards as well.

Michida:Thank	you.	I	just	briefly	mentioned	
transparency earlier. I meant that the sea 
is	for	everyone.	We	experts	believe	that	we	
have provided a high level of transparency. 
We	want	people	to	understand	that.	We	also	
want people to understand that this trans-
parency and accessibility can be achieved 
along with the accessibility to transparen-
cy	that	we	believe	we	have	provided.	We	will	
work hard to achieve this, and I hope that 
the education sector will join us in making 
improvements in this area.

Moderator:Thank you very much. You mean 

to lower the barriers to cross over. That’s 
important.
Now, Mr. Ambassador. There was a comment 
on Uzbekistan. Please give us your comments 
or feedback. Are you ready? Please go ahead.

Abdurakhmonov: Thank you. I’ll try to do 
my best in Japanese.The government of Uz-
bekistan has done a great job in the last sev-
en years. As I said in my presentation, the 
rate of children with preschool education 
was	about	less	than	30%	and	most	children	
could not go to school, but now the rate has 
increased	to	more	than	70%.	It	has	really	in-
creased.

Another thing is that the literacy rate 
in	Uzbekistan	is	about	99.7%.	That’s	almost	
the same as Japan’s from a global perspec-
tive.

Only	 10%	 of	 young	 people	 used	 to	 get	
into	 university,	 but	 now	 it	 is	 40%	 and	 we	
are working as hard as we can to get half of 
them	into	university	by	2030.

In addition, we have many ties with Ja-
pan, one of which is the Navoiy Theater. As 
I discussed with Mr. Oikawa today, the ex-
change between Nara and Samarkand has be-
come quite deep thorough the world heritage 
and silk road, so I think this is another good 
story. Thank you very much.

Moderator: Thank you very much. I would 
like to hear more about the exchange in this 
afternoon.

Any other questions, one or two more? 
Please ask only one question per person. 
Please ask a concise question.

Kawai: My name is Kawai and I am working 
locally with Nara University of Education on 
a	project	called	SDGs	Learning	Trip.	I	serve	as	
the chair of the executive committee.

It was very interesting to hear Dr. Michi-
da presentation about the Japan Driftolog-
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ical Society, about driftology. In terms of 
education, the next generation is inevitably 
at the core of the SDGs. However, I found the 
work of the Driftological Society very inter-
esting in terms of what kind of environment 
should be left to the next generation as a re-
sult of the actions of the current generation.

He suggested doing the same thing in 
Nara. For example, in the form of “deer-ol-
ogy” on animal or deer behavior in the Nara 
region. There are two sides. On the other 
hand, we have the problem of too many deer. 
I would like to ask Dr. Michida’s opinion about 
a society that researches such things.

Moderator: Dr. Michida, what do you think?

Michida: Thank you. Thank you for your com-
ment. That would be great. In short, that’s 
what I mean.

What	 I	 want	 to	 say	 is	 that	 the	motive	
doesn’t really matter. If there was an incen-
tive to get everyone interested, I think it 
would be possible.

As for the Japan Driftological Society, 
I talked about “citizen science” today in a 
high-handed way, but no one in the society 
is saying that. But when we involve children 
and young people, we tend to talk about how 
the oceans are polluted with plastic today, 
but that is not the starting point.

Beachcombing is interesting. It starts 
with a question like, “There are unusual 
things	here.	Where	did	they	come	from?”	And	
while they’re on the beach looking around, 
they start to notice things like, “Oh, there’s 
plastic here.”

We	are	working	in	the	hope	that	we	can	
create a place where people will natural-
ly feel the need to do something to protect 
clean oceans, rather than being forced to do 
so. If the “Deer Society of Japan” can provide 
a natural, non-intrusive opportunity to dis-
cuss how we can coexist with deer and build 

a sustainable society in the future, then it 
would be a good idea.

Moderator:Thank you very much. Ms. Kawai, 
are you okay?

Kawai: Thank you very much.

Moderator:Marine plastic is not just a prob-
lem in the coastal area. If we think about the 
origin of marine plastics, it is inland or in ur-
ban areas. As mentioned in Mr. Saito’s pres-
entation,	efforts	are	being	made	to	address	
the marine plastic problem in Tadami, which 
is located in the central part of Japan. They 
are tackling such a problem in a place where 
there is no ocean. It is extremely important 
to consider the connections between for-
ests, rivers, and the sea.

Dr. Michida also suggests that it is im-
portant not to force it on people. Instead, 
let	them	find	and	discover	it	for	themselves.	
Thank you very much.

Anyone else? I just have one more ques-
tion.

Nakagawa:My name is Nakagawa from the 
Ministry	 of	 Land,	 Infrastructure,	 Transport	
and	Tourism	(MILT).	I	would	like	to	ask	Dr.	Michi-
da. You mentioned earlier that transparency 
and the IOC’s core missions are about capaci-
ty building. Recently, the shortage of ocean-
ographic research vessels has become more 
serious, especially in Japan. In the Noto earth-
quake, the deep-sea research vessel that was 
supposed to be there was retired and could not 
be	used,	so	another	vessel	was	brought	in.	We	
are using a vessel that is older than the pre-
vious one. This has led us to continue oceano-
graphic research in a state that is not smooth 
in many ways, and I think the transparency of 
such research is not communicated to the pub-
lic. I’d like to ask Dr. Michida, who is retiring in 
March this year, about this point.
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Michida:Thank you. The situation is certain-
ly as you said. So, I’m trying to do what I can. 
But if, as you said, the situation is not well 
known	to	the	public,	 then	 I	hope	that	MILT	
and the MEXT will also do what they can. As 
you said, I will be retiring in March this year, 
but I will continue in my position as IOC Pres-
ident. So, at the IOC, I would like to contin-
ue to emphasize the importance of research 
vessels and the fact that sustainable obser-
vation is key to marine science and problem 
solving. I would appreciate your cooperation 
in this matter.

Moderator:Thank you for your answer. Are 
you okay?

Now that the time has come, I would like 
to conclude the morning session.

Please give the presenters another round 
of applause. (Applause)

We	will	also	have	various	discussions	in	
the afternoon session. Please speak up and 
join the discussion.
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タイ・チュラロンコン大学教育学部社会学科
長、同大持続可能な開発のための教育研究開発
センター（ESD センター）デイレクター。管轄
する ESD センターは 2021 年から、アジア太
平洋国際理解教育センター（APCEIU）により
地球市民教育協力センター（GCC）に選定され
ている。タイでは、地球市民教育、民主市民教
育、基礎教育を通じたメディア・情報・デジタ
ルリテラシー、教員教育など、教育分野の指針
やイノベーションの推進に大きな役割を果たし
てきた。また 7年にわたり「学習共同体とし
ての学校（SLC）」運動に携わる。同業の仲間
とともに現在に至るまで、教員も一緒に学習す
ることですべての生徒に質の高い学びを広げる
というコンセプトを通じ、SLC の理念に基づく
多くの学校の改革を支援している。

Assistant Professor Athapol Anunthavoras-
akul is a Head of Teaching Social Studies 
Division and a Director for Research and 
Development Center on Education for Sus-
tainable Development (ESD Center), Faculty 
of Education, Chulalongkorn University in 
Thailand. His ESD Center has been selected 
by	 Asia-Pacific	 Center	 of	 Education	 for	 In-
ternational Understanding (APCEIU) to be 
Global Citizenship Education Co-operation 
Center	(GCC)	since	2021.	In	Thailand,	he	has	
played	 significant	 roles	 to	 promote	 policies	
and innovations in education such as Global 
Citizenship Education, Democratic Citizen-
ship Education, Media, Information and Dig-
ital	 Literacy	 through	 Basic	 Education,	 and	
Teacher Education. He has involved in School 
As	Learning	Community	(SLC)	movement	for	
seven years. Until now, he and his colleagues 
support many schools’ transformation with 
SLC	philosophies	via	the	concept	of	teacher	
learning together to escalate quality learn-
ing for all students.

アタポル・アヌンタヴォラサクン
Athapol ANUNTHAVORASAKUL
チュラロンコン大学（タイ）准教授

Assistant professor, Chulalongkorn University  
in Thailand

実践発表 -Show Case
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発表要旨-Abstract

持続可能な開発のための教育（ESD）はタイ
では数十年にわたり、エコスクールや「足るを
知る経済（Sufficiency	Economy）」学校などの
多くのプロジェクトを通じて実施されてきた。
チュラロンコン大学のESDセンターは、ユネス
コバンコク事務所、ユニセフ、UNDP、教育省、
天然資源環境省（DEQP）などのステークホル
ダーとともに、ESDの本格的な全国展開に貢献
している。2015 年以降、ESD センターはすべ
ての学習者のための質の高い学びに向けた学校
改革を促進するため、「学習共同体としての学
校（SLC）」に基づく学習重視の学校への新しい
アプローチを試験的に採用している。これまで
に、バンコクとナコーンラーチャシーマーにあ
る22の初等・中等教育校が SLC先進校として
ESDセンターと協働しており、現在はネットワー
クの規模拡大を進めている。同時期に、ESDセ
ンターはアジア太平洋国際理解教育センターに
より、ASEAN 諸国の 5つのセンターとともに
地球市民教育（GCED）協力センターに選定さ
れた。GCEDは長年にわたり、ESDのための革
新的な取り組みとして、地方、地域、国レベル
の教員準備プログラムや現役教員向けの能力開
発ネットワークに導入されている。GCEDのア
プローチには、気候変動教育、社会正義、イン
クルーシブシティ、異文化理解、ジェンダー平
等など、多岐にわたるトピックやイノベーショ
ンも組み込まれ、教員、教員を目指す学生、教
員の養成者に紹介されている。今回の発表では、
私たちのESDの旅から得たいくつかの実践と教
訓を解説する。

タイのESDの新たな旅を再考する： 
チュラロンコン大学ESDセンターの事例

Rethinking on a New Journey of Education for Sustainable Development in 
Thailand:Case of ESD Center Chulalongkorn University

Education for Sustainable Development (ESD) 
have been implemented in Thailand for dec-
ades via many projects such Eco-school and 
Sufficiency	 Economy	 School.	 ESD	 Center	 at	
Chula has contributed in mainstreaming ESD 
nationwide with stakeholders including UNE-
SCO Bangkok, UNICEF, UNDP, Ministry of Ed-
ucation and Ministry of Natural Resource and 
Environment	(DEQP).	Since	2015	ESD	Center	
has	pilot	new	approaches	on	Learning	School	
based	on	School	As	Learning	Community	(SLC)	
to facilitate school change towards quality 
learning for all learner. Until now 22 schools, 
primary and secondary, in Bangkok and Na-
kaornrachasima have worked collaboratively 
with	ESD	center	as	SLC	Frontline	Schools	and	
now we are on the process to scaling up the 
network. At the same period ESD center has 
been selected to be Global Citizenship Educa-
tion (GCED) Co-operation Center by Asia-Pa-
cific	 Center	 of	 Education	 for	 International	
Understanding	along	with	5	centers	in	ASEAN	
Countries. For years GCED as an innovation 
for ESD has been introduce to pre-service 
teacher preparation program and in-service 
teacher development network at provincial, 
regional	and	national	level.	Within	GCED	ap-
proach, various topics and innovation such 
Climate Change Education, Social Justice, 
Inclusive City, Intercultural Understanding 
and Gender Equality also be integrated and 
introduced to teacher, teacher students and 
teacher educators. This presentation will be 
illustrated some practices and lesson learned 
from our ESD journey to the audience.
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インドネシア・シアクアラ大学自然科学部
准教授。東北大学で環境科学の博士号を取得
後、学術界で 15年以上の経験を積み、災害軽
減専門家となる。また 10年以上にわたって国
際協力パートナーシップに取り組んでいる。研
究分野は、災害復興と災害教育。2004 年のス
マトラ沖地震・インド洋津波、2011 年の東日
本大震災・津波の後、日本の研究者とともに両
被災地の復興プログラムに尽力。減災における
インドネシアと日本の協力関係強化への貢献に
対し、日本外務省より表彰された。インドネシ
ア・マレーシア・タイ成長の三角地帯大学ネッ
トワーク（IMT-GT	Uninet）の下、30 の大学
間のネットワークを束ねる事務局長を務めるな
ど、地域連携にも積極的に従事。さらにアチェ
津波博物館における災害リスク低減（DRR）活
動の技術アドバイザーとして地方自治体にも積
極的に関与し、日本の釜石市と共同でアチェの
博物館職員や学校教員を対象にした DRR 能力
開発で JICA の JPP 事業の支援も行っている。

連絡先（電子メール）：	muzailin@usk.ac.id

Dr.	Muzailin	Affan	is	an	Associate	Professor	
at Faculty of Natural Science Syiah Kuala 
University	 Indonesia.	 With	 a	 Ph.D.	 in	 Envi-
ronmental Science from Tohoku University, 
he	 boasts	 over	 15	 years	 of	 experience	 in	
academia and has become expert in disas-
ter mitigation. Dr. Muzailin also works on 
international collaboration partnership for 
more	than	10	years.	His	research	interest	is	
on post-disaster recovery and disaster edu-
cation.	After	2004	Indian	Ocean	Earthquake	
and	Tsunami	and	also	2011	Great	East	Japan	
Earthquake and Tsunami, Dr. Muzailin has 
been working together with researchers from 
Japan for recovery programs of the both dis-
asters	affected	areas.	He	has	received	Award	
from	Japan	ministry	of	foreign	affair	for	his	
contribution to strengthen collaboration 
between Indonesia-Japan in disaster miti-
gation. He also actively engages in regional 
partnership under Indonesia Malaysia Thai-
land Growth Triangle University Network 
(IMT-GT Uninet) which he serves as head of 
secretariat maintaining the network among 
30	universities.	Dr.	Muzailin	also	actively	in-
volved in local government as technical ad-
visor for Disaster Risk Reduction activities 
at Aceh Tsunami Museum and also support-
ing JICA JPP project on capacity building on 
DRR	for	museum	staffs	and	school	teachers	
in Aceh in collaboration with Kamaishi city, 
Japan.  

Connect with Dr. Muzailin via email (muzai-
lin@usk.ac.id)

ムザイリン・アフファン
Muzailin AFFAN
シアクアラ大学（インドネシア）国際室長

Director, International Office, Syiah Kuala Uni-
versity in Indonesia

実践発表 -Show Case
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発表要旨-Abstract

災害から教訓を学ぶ：
スマトラ島地震と東日本大震災の津波の経験を共有し防
災を中心とするESDにおけるパートナーシップを構築する

Learning Lessons from Disasters:  
Sharing Experiences from Sumatra and Great East Japan Earthquake and Tsunami 
to Build Partnership on Education for Sustainable Development focusing on DRR.

今回のトピックでは、2004 年のスマトラ沖
地震・津波と 2011 年の東日本大震災・津波の
2つの壊滅的な自然災害から知見を導き出す必
要性を探り、災害リスク低減（DRR）を重視し
た持続可能な開発に教育が果たす重要な役割を
明確にする。これらの災害は、甚大な人的被害
と経済損失をもたらしただけでなく、既存の災
害準備・対応メカニズムの脆弱性を明らかにし
た。本発表では、持続可能な開発と DRR を優
先する教育で国際パートナーシップを築くきっ
かけとして、これらの災禍から学んだ経験と教
訓を共有する重要性を掘り下げる。
2004 年のスマトラ沖地震・津波と 2011 年

の東日本大震災・津波は、自然災害がもたらす
多面的な課題に対処するための世界的な協働の
必要性を浮き彫りにした分水嶺となった。いず
れも事象も人命とインフラに甚大な被害をもた
らし、従来の災害管理戦略の再評価を促した。
今回のトピックでは、この 2地域の経験を検
証することで、類似点と相違点を明らかにし、
災害対応と復興に関わる複雑な問題について細
やかな理解を提供したい。
教育はレジリエンスを構築し、持続可能な開

発を醸成する重要な要素として浮上しており、
特に DRR に重点が置かれている。両災害の余
波から得られた教訓は、リスクを軽減し、将来
の災害に効果的に対応するための知識とスキル
をコミュニティに備えさせる、包括的で文化に

配慮した教育プログラムの必要性を明確に示し
ている。研究は、持続可能な開発のための教育
において共同イニシアティブの土台となるスマ
トラと日本の経験を交換するものであり、同じ
ような課題に直面するコミュニティ同士の架
け橋となる。2つの地域における現地コミュニ
ティの DRR 関連活動の一部は、将来の ESD の
強化につながった。
さらに、自然災害に対する世界の回復力を高

める上で、パートナーシップが果たす役割にも
光があたっている。異文化交流の場を創出する
ことにより、教育制度は一層強靭で持続可能な
未来に向けた国際協力と連帯を促す上で、大き
な役割を果たすことができる。
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This topic explores the imperative to glean 
insights from two devastating natural disas-
ters – the Sumatra Earthquake and Tsunami 
of	 2004	 and	 the	 Great	 East	 Japan	 Earth-
quake	and	Tsunami	of	2011	–	and	underscores	
the critical role of education for sustainable 
development with a focus on disaster risk re-
duction (DRR). The disasters not only caused 
immense	human	suffering	and	economic	loss-
es but also revealed vulnerabilities in existing 
disaster preparedness and response mecha-
nisms. This is to delve into the importance of 
sharing experiences and lessons learned from 
these calamities as a catalyst for creating 
international partnerships in education that 
prioritize sustainable development and DRR.

The Sumatra Earthquake and Tsunami of 
2004	and	 the	Great	East	Japan	Earthquake	
and	 Tsunami	 of	 2011	 were	 watershed	 mo-
ments that underscored the need for global 
collaboration to address the multifaceted 
challenges posed by natural disasters. Both 
events resulted in staggering loss of life and 
infrastructure damage, prompting a re-eval-
uation of existing disaster management 
strategies. By examining the experiences of 
these two regions, this topic seeks to draw 
parallels and distinctions, providing a nu-
anced understanding of the complexities in-
volved in disaster response and recovery.

Education emerges as a key component in 
building resilience and fostering sustainable 
development, with a particular emphasis on 
DRR.	Lessons	learned	from	the	aftermath	of	
these disasters emphasize the need for com-
prehensive and culturally sensitive educa-
tional programs that equip communities with 
the knowledge and skills to mitigate risks and 
respond	effectively	to	future	calamities.	The	
study presents the exchange of experiences 
between Sumatra and Japan that can serve 
as a foundation for collaborative initiatives 
in education for sustainable development, 
acting as a bridge between communities that 
have faced similar challenges. Some activi-
ties related to DRR by local communities in 

the two regions resulted to strengthen the 
ESD in the future. 

Furthermore, it highlights the role of 
partnerships in enhancing global resilience to 
natural disasters. By creating a platform for 
cross-cultural exchange, education systems 
can become instrumental in promoting inter-
national cooperation and solidarity towards 
a more resilient and sustainable future.
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上智大学総合人間科学部教授（比較教育学・
国際教育学）。東京大学において修士号、博士
号（教育学）取得。国連大学サステナビリティ
高等研究所（UNU-IAS）客員教授、JICA 緒方
貞子平和開発研究所客員研究員、日本学術振興
会学術システム研究センター主任研究員、アジ
ア太平洋環境大学院ネットワーク（ProSPER.
NET）持続可能性推進担当副議長を務める。
2022 年には、ユネスコにより 1974 年勧告改
訂に関する国際専門家グループの委員に選出。
日本ユネスコ国内委員会委員、日本比較教育学
会（JCES）会長、世界比較教育学会（WCCES）
理事。研究分野は、国際高等教育論、多文化教
育学、持続可能な開発のための教育（ESD）。

Miki SUGIMURA is a professor of Compara-
tive and International Education, Faculty of 
Human Sciences of Sophia University. She re-
ceived M.Ed. and PhD from University of To-
kyo. She is also a visiting professor of the 
United Nations University Institute for the 
Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS), 
a research fellow of Japan International Co-
operation Agency Ogata Institute, a senior 
program	officer	 of	Research	Center	 for	 Sci-
ence Systems at Japan Society for the Pro-
motion Science, and Vice Chair of Promotion 
of Sustainability in Postgraduate Education 
and Research (ProSPER.Net). She was ap-
pointed to a member of the International Ex-
pert	Group	on	the	revision	of	the	1974	Rec-
ommendation	 by	 UNESCO	 in	 2022.	 She	 was	
also a member of Japanese National Commis-
sion for UNESCO, President of Japan Compar-
ative Education Society (JCES) and a co-opt 
member	of	executive	board	of	World	Council	
of	Comparative	Education	Societies	(WCCES).	
Her research topics are international higher 
education, multicultural education, and Edu-
cation for Sustainable Development (ESD).

実践発表 -Show Case

杉村 美紀
Miki SUGIMURA
上智大学総合人間科学部教授

Professor, Sophia University in Japan
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発表要旨 -Abstract

日本には 1,100 校を超えるユネスコスクー
ルがあり、世界全体の約1割を占める。さらに、
現行の学習指導要領には持続可能な社会の創り
手の育成という目標が盛り込まれ、ユネスコス
クールに限らず、すべての学校で ESD に取り
組むことが推奨されている。こうした背景から、
さまざまな実践が積み重ねられてきた。ユネス
コスクールの年次全国大会では、教育関係者や
実務担当者が集まり、経験を共有し、学び合っ
ている。一方、こうした国内の実践や活動を日
本だけでなく、海外の機関とも共有し、カリキュ
ラムや教育方法を共同で生み出そうとする動き
もある。
また、諸外国との教育連携を進めることで、

創造的な学びの機会も創出されている。本発表
では、国際的な協力・連携を通じて ESD を展
開する日本の学校事例や、サステナビリティを
中心とした高等教育ネットワークを紹介し、こ
れらの取り組みの意義と課題について報告す
る。
埼玉県立伊奈学園中学校は、英語教師が主

導して日韓の教員ネットワーク活動を通じ、
グローバルな視点に立った ESD のカリキュラ
ムと実践を展開している事例である。岡山県
立倉敷古城池高等学校での実践は、生徒がボ
ランティアで参加する子ども食堂の支援を通
じ、地域社会への貢献も視野に入れた ESD の
事例である。岡山大学が組織する「気候変動
教育のためのアジア教員養成者ネットワーク
（ATECCE）」は、9カ国間の ESD に関する専門
性の相互交換により、気候変動教育の課題解決

に貢献している。また静岡大学は海外の連携機
関とコンソーシアムを形成して実践的な ESD
研究を展開し、上智大学は海外の研究機関との
教育研究ネットワークの構築に取り組むなど、
パートナーシップを通じた ESD の将来性が示
されている。
これらの事例に共通するのは、海外の教育機

関との協働により、学習者と教育者の双方が互
いの多角的な視点から学び、批判的思考を実践
していることである。これは、参加者それぞれ
に異なる社会文化的な背景があるからこそ可能
な学習機会である。同時に、こうした実践は連
帯と協働の意義を共有し、持続可能な未来を担
う者たちのネットワークを形成する。それが
まさに ESD の目指す成果なのである。ESD の
意義が世界に広く認識されるようになった今、
ESD の未来には、こうした国際的な協力と連携
による発展が求められている。

日本における国際協力と 
パートナーシップを通じたESD

ESD through International Cooperation and Partnership in Japan
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There	 are	 more	 than	 1,100	 UNESCO	 asso-
ciated	 schools	 in	 Japan,	 about	 10%	 of	 the	
world’s total. In addition, the current Cours-
es of Study include the goal of fostering the 
creation of a sustainable society, and it is 
recommended that all schools, not just UN-
ESCO associated schools, engage in ESD. In 
this context, various practices have been 
accumulated. At the annual National Confer-
ence of UNESCO associated schools, educa-
tors and practitioners gather to share their 
experiences and learn from each other. Mean-
while, there is a movement to share such do-
mestic practices and activities not only with 
those in Japan but also with overseas insti-
tutes, and to jointly create curricula and ed-
ucational methods.

They are also creating opportunities 
for creative learning by promoting educa-
tional collaboration with foreign countries. 
This presentation introduces some schools’ 
examples in Japan that are developing ESD 
through international cooperation and part-
nerships, as well as a higher education net-
work centered on sustainability, and report 
on	 the	 significance	 and	 challenges	 of	 these	
efforts.

Ina Gakuen Junior High School in Saita-
ma Prefecture is an example where English 
teachers a takes the lead in developing cur-
riculum and practices of ESD with a glob-
al perspective through teacher networking 
activities between Korea and Japan. The 
practice at Kurashiki Kojoike High School in 
Okayama Prefecture is an example of ESD 
that also considers contributing to the local 
community through the practice of support-
ing a children’s cafeteria in which students 
are voluntarily involved. The Asian Teacher 
Educators for Climate Change Education (AT-
ECCE) Network organized by Okayama Uni-
versity has contributed to tackling the chal-
lenges of climate change education through 
mutual exchanges of expertise on ESD among 
nine countries. Shizuoka University creating 
a consortium with overseas partner institu-
tions to develop practical ESD research and 

Sophia	University’s	efforts	to	build	an	edu-
cation and research network with overseas 
research institutions illustrate the potential 
of ESD through partnerships. 

What	these	examples	have	in	common	is	
that both learners and educators learn from 
each other’s multiple perspectives and prac-
tice critical thinking together by collabo-
rating with foreign educational institutions. 
This is a learning opportunity made possible 
by	the	fact	that	each	participant	has	a	differ-
ent socio-cultural background. At the same 
time,	 these	practices	share	the	significance	
of solidarity and collaboration and form a 
network of people who are responsible for 
a sustainable future. This is precisely what 
ESD	seeks	to	achieve.	As	the	significance	of	
ESD is now widely recognized around the 
world, the future of ESD is required to devel-
oped through such international cooperation 
and partnership.
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韓国青少年政策研究院（NYPI）院長、ア
ジア地域キャリア開発協会（ARACD）会長、
ARACD 韓国支部長。大学で化学工学を専攻し、
大学院で教育学の修士号と博士号を取得。日本
の慶応義塾大学で社会学の博士課程を修了。『現
代日本の社会意識：家族・子ども・ジェンダー』
（慶應義塾大学出版会、東京）、『勉強と居場所：	
学校と家族の日韓比較』（勁草書房、東京）の
共同編者。
気候変動に関する青少年の意見と行動を結集

し、拡散することでその影響力を高めることを
目的とした「2021 ユース・ボイス・フェスタ・
フォー・P4G（グリーン成長とグローバル目標
2030 のための連帯）」を開催し、韓国、ベト
ナム、ケニア、日本、インド、マダガスカル、
ハイチ、台湾、メキシコなど 11の国・地域か
ら青少年 112 名が参加。気候変動に関する青
少年労働者ネットワークを運営し、研究院が気
候変動の研究を継続できるように努め、韓国の
公的機関としていち早く ESG マネジメントを
導入した。

Dr. Kim is  the  president  of  the National 
Youth Policy Institute in Korea(NYPI),  the 
Asian Regional Association for Career Devel-
opment (ARACD) and the ARACD in Korea. Dr. 
Kim majored in chemical engineering in col-
lege and was granted master’s and doctoral 
degrees in education from graduate school. 
Dr. Kim also completed a doctorate in soci-
ology at Keio University in Japan. Dr. Kim is   
co-editor of  ‘Social Consciousness’ in Japan. 

Today: Family, Children, and Gender’ from 
Keio	University	Press	in	Tokyo	and	‘Learning		
and Places to be: Comparison of School and 
Family in Korea and Japan’ from Keisoshobo 
in Tokyo. 

Dr.	Kim	has	organized	‘2021	Youth	Voice	
Festa		for	P4G	(Partnering	for	Green	Growth	
and	Global	Goals	2030)’,	aiming	to	 increase	
the	 influence	 of	 youth	 by	 gathering	 and	
spreading their voices and actions on climate 
change where 112 numbers of Youth from 11 
countries, including the Republic of Korea, 
Vietnam, Kenya, Japan, India, Madagascar, 
Haiti, Taiwan, and Mexico, participated in. 
Dr. Kim has organized youth workers network 
for climate change and has ensured that the 
institute continues to pursue research on cli-
mate change and has introduced ESG manage-
ment faster than any other public institution 
in Korea.

実践発表 -Show Case

キム・ヒョンチョル
Hyuncheol KIM 
韓国青少年政策研究院院長

President, National Youth Policy Institute 
in Korea
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発表要旨 -Abstract

韓国の青少年による気候変動対策は新しい局
面を迎えたのだろうか。それは新たな段階を形
成する推進力になりうるだろうか。一方で韓国
では、環境教育が継続的に重視されてきた。し
かし、国際的な青少年運動は、グレタ・トゥー
ンベリによるものをはじめ、変化の新局面をも
たらしている。こうした活動に参加する韓国の
若者は、以前よりも増えている。学校における
変革も一層活発化してきた。韓国政府は、全国
的なカリキュラム改革を通じて、エコロジー教
育をすべての教科に関連づけるよう求めている。
実際、気候変動対策に関連する多くの教育プロ
グラムが実施されている。気候変動が教育の重
要トレンドになっていることは明らかだ。気候
危機は、習得する必要のある知識の新たな分野
に組み込まれた。しかし、気候変動により人類
は本格的に「リスク社会」（ウルリッヒ・ベッ
ク）に向かいつつあると、一般市民に納得させ
るだけでは十分ではない。1つの実践が、持続
可能な実践につながったり、気候危機の深刻度
への意識を高めたりする可能性があるのは間違
いないが、問題は気候危機が急速に悪化してお
り、教育の効果は緩慢すぎることだ。もちろん、
気候変動対策プログラムや全校規模の行動カリ
キュラムの実施にとどまらない学校の例もある
が、ごく少数にすぎない。気候危機は、学校全
体の行動カリキュラムをもってしても解決でき
ない問題である可能性が高い。これは、全国規
模で力を尽くしても解決する保証のない問題な
のである。多くの場合、気候危機に対する国の

対応は宣言にとどまるか、真剣な対応までに至
らず、世界の対応も結局は断片的でしかない。
韓国の公的機関や民間企業の多くは、ESGマネ
ジメントを導入しているが、ある意味ではただ
のブームにすぎない。つまり、問題は非常に複
雑で緊急性が高いにもかかわらず、実践は断片
的なのである。韓国にも、グレタ・トゥーンベ
リのように政府の対応を忌憚なく批判する若者
グループは存在する。彼らの意見は非常に切実
だが、真剣に対応する政治家はまれである。多
くの実践のおかげで、気候変動は明らかに社会
的な価値を形成しつつある。しかし、この価値
を共有するには時間がかかりすぎ、価値の共有
がうまく広がっても、2030年のNDC目標の達
成や、将来の災害の予防が可能かは疑問である。
気候危機により生存が脅かされている小国や市
民は存在するが、ほとんどの人は取り返しのつ
かない災害が間近に迫らないかぎり、気候危機
をよく認識できないだろう。そのため、現在の
教育を通じた対応を含め、理性や努力を頼りに
社会的価値を形成することで人や国を動かして
も、災害を回避することは難しい。罰則やイン
センティブの強化を除いて、有効な対応はない
だろう。教育面を重視する場合は、より強いイ
ンセンティブを提供する方策を見つける必要が
ある。

韓国の気候変動に対する若者の行動に関して何をし、 
何をしなければならないか

What to do and what must be done regarding youth action  
for climate change in Korea.
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Will	 Korean	 youth’s	 climate	 change	 actions	
take a new turn? And can   Can it be the driv-
ing force that creates a new phase? In the 
meantime, environmental education has been   
continuously been emphasized in Korea. How-
ever, international youth movements,  includ-
ing Greta Thunberg’s one, have brought about 
a new phase of change. More Korean youth 
are participating in this movement than in 
the past. Changes at school have also become 
more active. The Korean government is de-
manding that ecological education be linked 
to all subjects through national curriculum 
reform. In fact, many educational programs 
linked to climate action are being operated. 
It is clear that climate change has become 
an important trend in education. The climate 
crisis has been incorporated into a new area 
of knowledge that needs to be learned. How-
ever, it is not enough to make people agree 
that humanity is truly heading towards a real 
‘risk society’ (by Ulrich Beck) due to climate 
change. One practice may lead to sustainable 
practice or raise awareness of the severity of 
the climate crisis obviously, but the problem 
is that the climate crisis is rapidly becoming 
more	serious,	and	the	effect	of	education	is	
too gradual. Of course, there are examples of 
schools that go beyond operating climate ac-
tion programs and school wide behavior cur-
riculum, but these are only a few. The climate 
crisis more likely be most likely is  not a prob-
lem that can be solved even by school wide 
behavior curriculum. This is a problem that 
cannot be guaranteed to be resolved even if 
the country wide responds with all its might. 
In most cases, national responses to climate 
crisis are limited to declarations or do not 
respond seriously, and global responses are 
ultimately only fragmented. Most public in-
stitutions and private companies in Korea are 
introducing ESG management, but in some 
ways, this is nothing more than a fad. In other 
words, the problem is very complex and very 
urgent, but practice is fragmented. There are 
also youth groups, like Greta Thunberg, who 
criticize the government’s response without 

any hesitation in Korea. Their voices are very 
urgent, but politicians who seriously respond 
to their voices are rare. Thanks to many prac-
tices, climate change is clearly forming a 
social value. However, it will take too much 
time to share this value, and even if value 
sharing spreads successfully, it is question-
able whether it will be possible to achieve 
the	2030	NDCs	as	well	as	to	prevent	future	
disasters. There are small countries and peo-
ple whose survival is threatened by the cli-
mate	crisis,	but	 it	will	be	difficult	for	most	
people to become aware of the climate crisis 
without an irreversible disaster already ap-
proaching.	Therefore,	 it	 is	difficult	to	avoid	
disaster by moving people and the nation by 
relying	on	reason	and	efforts	to	form	social	
values, including the current educational re-
sponse.	 There	will	 be	 no	 effective	 response	
other than imposing stronger penalties or 
stronger incentives. To emphasize the educa-
tional	aspect,	we	need	to	find	a	way	to	pro-
vide stronger incentives.
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実践発表 -Show Case

奈良教育大学教授、理事、副学長（教育担当）
などを経て、令和４年４月に奈良国立大学機構
統括理事、奈良教育大学長に就任。専門は音楽
教育学。

1960 年 4月 1日、大阪市生まれ。奈良教育
大学教育学研究科社会科教育専修修了。公立学
校教員・教育委員会指導主事を経て、2011 年
より奈良教育大学に着任。2022 年 4月、奈良
教育大学ＥＳＤ・ＳＤＧｓセンター長に就任。
世界文化遺産である「古都奈良の文化財」の

構成資産である東大寺・元興寺等は、1300 年
前から途切れることなく受け継がれている、そ
こには、持続可能な社会づくりの要素が内包さ
れていると考え、歴史文化遺産を通したＥＳＤ
を研究する。現在は、人の行動の変革のシステ
ムについて、脳科学の知見を援用したＥＳＤ学
習プログラムの研究に取り組んでいる。

After serving as a professor, Director, and 
Vice-President	for	Academic	Affairs	of	Nara	
University of Education, he assumed the roles 
of Executive Trustee of the Nara National In-
stitute of Higher Education and Research and 
President of Nara University of Education in 
April	2022.	His	specialty	is	music	education.

Born	on	April	1,	1960,	in	Osaka	City,	Japan,	
he graduated from the Master’s Program in 
Social Studies Education at Nara University 
of Education. After working as a teacher in 
a public school and as a teachers’ consultant 
on the Board of Education, he has been with 
Nara	University	of	Education	since	2011.	In	
April	 2022,	 he	 assumed	 the	position	 of	Di-
rector of the Center for ESD and SDGs at 
Nara University of Education. He has been re-
searching ESD through historical and cultur-
al heritage, based on the belief that Todaiji 
Temple, Gankoji Temple, and other temples, 
which have been handed down uninterrupt-
ed	 for	 1,300	 years,	 are	 components	 of	 the	
World	Cultural	Heritage	“Ancient	Capital	of	
Nara” and contain the elements for creating 
a sustainable society.

宮下　俊也
Toshiya MIYASHITA 
奈良教育大学学長

President, Nara University of Education

中澤　静男
Shizuo NAKAZAWA 
奈良教育大学ESD・SDGsセンター センター長

Director, Center for ESD and SDGs  
at Nara University of Education
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持続可能な社会の創り手の育成に資する 
教員の養成と研修：奈良教育大学の取組

Development and Training of Teachers who will Contribute to the Development of 
Creators of Sustainable Society:Initiatives at Nara University of Education

奈良教育大学は国立の単科教員養成大学とし
て 1888 年に設立された。本学は日本で最初に
ユネスコスクールへの加盟登録が認められた大
学として、大学教育の特色の１つに「持続可能
な社会づくりに貢献できる教員の養成」を掲げ
ている。また附属幼稚園・小学校・中学校・大
学がすべてユネスコスクールに加盟登録され、
ESD を核とした連携した教員研修や授業実践
に取り組んでいる。特に 2022 年 4月に ESD・
SDG ｓセンターを設立し、ESD をテーマとし
た教員養成と現職教員の研修はもちろん、企業
や自治体とも連携した ESD の推進に取り組ん
でいる。
本学の ESD の特徴は 3つある。
１つは ESD を指導できる力量形成を目的と

した現職教員を対象とした ESD ティーチャー
プログラムの全国展開である。2015年に「ESD
ティーチャープログラム」の開発に取り組み、
ESD を適切に指導できる教員に求められる資
質・能力を明らかにした上で、５回の連続した
研修プログラムを開発した。今年度も全国 12

カ所で研修会を実施した。
2つ目が近畿地方を中心としたユネスコス

クールや企業、社会教育施設などを巻き込ん
だ近畿 ESD コンソーシアム事業の展開である。
近畿 ESD コンソーシアムでは奈良県立万葉文
化館や川上村の森と水の源流館と連携した授業
づくりセミナーを展開する他、全国におられる
ESD ティーチャーとつながり、成果発表会・実
践交流会を開催している。
3つ目は ESD を楽しく追究する学生団体で

あるユネスコクラブの活躍である。2011 年度
に 4人の学生からスタートしたユネスコクラ
ブだが、今は 100 名を超え、様々な活動を展
開している。
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Nara University of Education, established in 
1888	as	a	national	teacher	training	univer-
sity,	holds	the	distinction	of	being	the	first	
university in Japan registered as a UNESCO 
Associated School. A key focus of our edu-
cation is “to cultivate teachers capable of 
contributing to the creation of a sustainable 
society”. 

Our	 affiliated	 kindergarten,	 elementary	
school, junior high school, as well as universi-
ty are also registered as UNESCO Associated 
Schools, actively participating in collabora-
tive teacher training and classroom practices 
centered	around	ESD.	In	April	2022,	we	inau-
gurated	the	ESD/SDGs	Center,	dedicated	not	
only to providing training for both pre- and 
in-service teachers on ESD themes but also 
to promoting ESD in collaboration with com-
panies and local governments.

Our university’s approach to ESD is char-
acterized by three key features.

Firstly, we have implemented a nation-
wide ESD teacher program for in-service 
teachers.	In	2015,	we	worked	on	developing	
the “ESD Teacher Program.” After clarify-
ing the qualities and abilities required for 
teachers who can appropriately teach ESD, 
we	created	a	five-part	 consecutive	 training	
program. This year, training sessions were 
conducted at 12 locations across the coun-
try.

Secondly, we are actively involved in 
the development of the Kinki ESD Consorti-
um project. This initiative engages UNESCO 

Associated Schools, companies, social edu-
cation facilities, and others, primarily in the 
Kinki region. The consortium conducts les-
son planning seminars in collaboration with 
institutions such as the Nara Prefectural 
Manyo Cultural Museum and the Kawakami 
Village	 Forest	 and	 Water	 Source	 Museum.	
Additionally, it facilitates connections with 
ESD teachers nationwide, hosting achieve-
ment presentations and practical exchange 
sessions.

Lastly,	 the	UNESCO	Club,	 a	 student	or-
ganization that enjoys promoting ESD, start-
ed	 in	 2011	 with	 four	 students.	 Today,	 it	
boasts	 over	 100	 members	 actively	 partici-
pating in various ESD-related activities.
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実践発表 -Show Case

苗代　昇妥
Shota NAWASHIRO
奈良教育大学ユネスコクラブ前代表

Former Representative,UNESCO Club,  
Nara University of Education

大阪府出身、奈良教育大学教育学部教科教育専
攻英語教育専修３年
2018年3月東大阪市立枚岡中学校、2021年3
月興國高等学校卒業
奈良教育大学ユネスコクラブ代表
ユネスコクラブは、学生が ESD について学

び、実践する活動を行っています。活動の特徴
は、「奈良」を活かした取り組みをたくさん行っ
ていることです。例として、「ESD ハイキング」
があります。奈良の文化遺産などを訪れ、実際
に見学したり体験したりでしか感じ取れないこ
とを学んでいます。
また、もう一つの特徴は、多くの活動は学生

が主体的に発案、実施していることです。その
ため多くの活動は、私たちが学びたいことや関
心あることが出発点になっています。私たちは、
活動を通して試行錯誤を繰り返しながら私たち
は互いに協力しながら活動する方法や活動を終
えたときの達成感を体験的に学んだり感じ取っ
たりしてます。
今回の実践発表では、奈良を活かした取り組

みと学生が主体的に取り組み始めた防災・減災
に関わる取り組みの二つを紹介します。

From Osaka, Japan
Educational Background Nara University of 
Education,	Nara,	Japan.	April	2021-	present:	
English Education Course
Kokoku high school, Osaka, Japan. April 
2018-	March	2021
Hiraoka Junior High School, Osaka, Japan. 
April	2015-	March	2018

UNESCO Club at NUE focuses on learning and 
practicing ESD. The key word of our club is ‘Nara’. 
All our activities are basically associated with 
Nara. For example, we have -ESD hiking- where 
we visit cultural and historical heritage sites in 
Nara and learn many things through our direct 
experiences there. 

Also, we work together and propose new 
projects for promoting ESD. Many of our activi-
ties derive from what we want to learn and what 
we are interested in. Through trials and errors, 
we learn how to cooperate with each other for 
successful accomplishments of our projects.

In this presentation, I would like to provide 
two examples of activities of our club. One is an 
activity associated with traditional aspects of 
Nara. The other is disaster prevention and re-
duction education, a task we have tackled on for 
several years.hrough repeated trial and error, we 
learn how to cooperate with each other and feel 
a sense of accomplishment when we have com-
pleted an activity.

In this presentation, I am going to introduce 
two typical activities. One is activity which uti-
lize Nara. The other is related to disaster pre-
vention and reduction education that we have 
tackled on their own initiative for several years.
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発表要旨 -Abstract

日本におけるESDへのユースの参画： 
奈良教育大学ユネスコクラブの取組

“Participation of Youths in ESD in Japan: 
 Activities of Nara University of Education UNESCO Club

１. はじめに
奈良教育大学ユネスコクラブは、「ESD を楽
しく追究する」「ESD を実践できる教員になる」
という二つの目的を持って、活動しています。
活動内容は「学生自身が ESD・SDGs について
学ぶこと」「大学生ならではの視点で、ESD・
SDGs について子どもたちに伝え、ともに学ぶ
こと」の二つに大別されます。

２. ユネスコクラブの代表的な取り組み
（１）未来事業
この活動は、奈良県南部の小学校３、４年生
の社会科見学での学習プランを大学生が中心と
なって作成、実行するものです。今年度は、「奈
良県の伝統工芸品の奈良筆と薬師寺」をテーマ
に事前学習・社会科見学・事後学習の三日間に
わたって行いました。
①事前学習：奈良筆や薬師寺についての知識・
技能を広げる。【認知的学習】
②社会科見学：奈良筆づくり体験や薬師寺の見
学を通して、文化遺産が生き続ける背景と市
民協力の重要性に触れる。【社会的・情緒的
学習】
③事後学習：地域へ貢献するためにできること
を具体的に考え、発表します。一人ひとりの
行動が地域や社会に与える影響を考えること
で、社会貢献意識を育む。【行動的学習】

（２）防災・減災に関わる取り組み
SDGsの幅広い目標と関わらせやすい点でESD
のテーマとして、防災は有用といえます。特に、

日本において防災・減災への取り組みは優先順
位が高く、実際に、ユネスコクラブでも防災に
関わる取り組みを5年以上行っており、実践を
中心に学んでいます。
2023 年 9 月には、部員が「アクサユネスコ
協会減災教育プログラム」に参加し、防災を軸
とした ESD の実践やその方法などの理論的な
面を学びました。その後、防災教育を実施する
奈良女子高校において、本プログラムで学んだ
ことの発表などを実施。また、2024 年 2月に
は、本プログラムの「減災教育フォーラム」へ
参加し全国に向けて発表しました。

３. 今後の展望
ユネスコクラブは、ESD を学び、実践するこ

とを通して、学生自身が持続可能な社会の創り
手として活動するとともに、将来、ESD が実践
できる教員が育つ場としても機能しています。
今後は、国内外のユースとも連携を深め、ユー

スによるユネスコ活動をより良いものとするこ
とを目指したいと考えています
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1.Introduction
UNESCO Club at NUE has two objectives: “to 
enjoy learning ESD with fun” and “to train 
ourselves to be a good teacher who can im-
plement ESD successfully”. Our activities are 
roughly divided into two categories: learning 
ESD and SDGs, and sharing our experiences 
in practicing ESD with children and learn to-
gether.

2.Representative Activities of UNESCO Clubs
(1) Project on Traditional Cultural Education

In this project, club members create and 
implement	study	plans	for	social	studies	field	
trips	 for	3rd	 and	4th	graders	 of	 elementa-
ry schools in southern Nara Prefecture. The 
theme	was	“Nara	Writing	Brush	and	Yakushiji	
Temple” This program is divided into three 
stages,i.e. a preliminary lesson, social stud-
ies	field	trip	and	follow-up	lessons.

(ⅰ)	A	Preliminary	Lesson:	pupils	 learn	 about	
Nara	Writing	Brush	and	Yakushiji	Temple	in	　　
　classroom.
(ⅱ)	Social	Studies	Field	Trip:	Pupils	take	part	
in	 Nara	 Writing	 brush-making	 workshop.	 
　		They	also	visit		Yakushiji	Temple.
(iii)	 Follow-up	 Lessons:	 Pupils	 give	 a	 pres-
entation on what they learn.

(2) Education for Natural Disaster Preven-
tion and Reduction Project

Disaster prevention is among important 
themes in ESD because it is directly related 
to the goals of the SDGs. Disaster preven-
tion education has a high priority in Japan, 
a nation which is susceptible to many natural 
disasters. Our UNESCO Club also puts much 
emphasis on education for preventing and re-
ducing natural disasters, and has worked on 
it	for	more	than	five	years,	focusing	on	how	
to implement disaster prevention education 
effectively.

In	 September	 2023,	 we	 participated	
in Disaster Reduction Education Program 
conducted by National Federation of UNES-
CO Associations in JAPAN (NFUAJ) and AXA 

Life	 Insurance	Co,.	 Ltd.	 In	 this	program,	we	
learned theoretical background of disas-
ter prevention and reduction in the frame-
work of ESD. Our experience there gave us a 
chance to make a presentation on what they 
learned	from	this	program	at	Nara	Women’s	
High	 School.	 In	 February	 2024,	 one	 of	 our	
club members participated in the Disaster 
Reduction Education Forum, and he made a 
presentation.

3. Future Prospects
UNESCO Club at NUE is a place where 

students themselves act as creators of a 
sustainable society. It is also a place where 
future teachers can learn and experience 
hands-on practice on ESD.

Hopefully, we would like to cooperate 
with youths inside and outside Japan and 
work together for improving the world.
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地球環境学博士（京都大学）。前東京大学大学
院海洋教育センター主幹研究員。2002年から教
員及び指導主事として気仙沼市の学校を中心に地
域や大学、政府、国際機関と連携してESDを推
進する。2011年に発生した東日本大震災の際には、
気仙沼市の学校及び教育委員会の管理職として
危機対応にあたり、ESDの視点から教育再生・復
興と防災教育の改革に取り組み、世界に発信する。
その後、宮城教育大学を経て、2016年から東京
大学海洋教育センターで主幹研究員としてESDの
視点からの海洋や防災の学際的な教育研究に取
り組み、昨年 4月、奈良教育大学ESD・SDGsセ
ンターに赴任し、副センター長としてESDのナショ
ナルセンターの事業展開と国内外とのネットワー
クを構築している。国レベルでは、日本ユネスコ
国内委員会委員、ESD関係省庁連絡会議 ESD円
卓会議議長、ESD活動支援センター企画運営委員
等など文科省や環境省、外務省のESD/SDGs関
連の委員を歴任して政府のESD/SDGs 推進施策
に貢献するともに、日本ユネスコ協会連盟理事、
認定NPO 法人 SEEDS	Asia 理事を務め、民間レ
ベルでも全国的に防災・減災教育の推進に努める。
国際レベルでも、2014 年「国連 ESDの10年

世界会議」（名古屋）や2015年「国連防災世界会議」
（仙台）、2017年「オタワ会議」（カナダ）、2021
年「ESDに関するユネスコ世界会議」（ベルリン）
等で日本のESDや防災教育を世界に発信する。

The	major	 of	Dr.	 Yukihiko	OIKAWA	 is	 global	
environmental study, mainly Education for 
Sustainable Development (ESD) from the per-
spective of SDGs including Climate Change 
Education (CCE), DRR education and Ocean 
Education.	Since	2002,	he	has	promoted	ESD	
as a pioneer in Japan, in formal education 
mainly, collaborating with diverse sectors 
and international institutions such as UNE-
SCO, UNU and OECD at local and global level. 
He has also played a leading role of ESD pro-
motion in Japan as the Chairperson of ESD 
Round-table Meeting in Japan and the Chair 
Advisor of ESD Resource Center as well as 
a member of Japanese National Commission 
for UNESCO. On the other hand, after the 
Great East Japan Earthquake and Tsunami in 
2011,	he	engaged	in	post-disaster	education	
recovery and the improvement of education 
utilizing the ESD network as a vice principal 
at school and an administrator in Kesennu-
ma City. After that he was former Principal 
Researcher of the Center for Ocean Educa-
tion	 at	 The	University	 of	 Tokyo	 from	2016	
to	2022.	He	is	now	researching	CCE	and	DRR	
Education as a crucial approach to ESD for 
SDGs. He has PHD in Global Environmental 
Studies from Kyoto University. 

及川　幸彦
Yukihiko OIKAWA 
奈良教育大学 ESD・SDGsセンター 
副センター長

Deputy Director, Center for ESD and SDGs  
at Nara University of Education in Japan

モデレーター Moderator
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テーマ
 ・各国が抱える課題（環境・経済・社会）や良さ（歴史や財産）と教育（ESD）の効果

 ・次世代（ユース）の育成と参画

 ・今後のESDの展開と国際的な連携・協働など

モデレーター
 及川幸彦 	奈良教育大学ESD・SDGsセンター副センター長	

パネリスト 
 Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV氏 ウズベキスタン共和国　駐日特命全権大使
 Athapol ANUNTHAVORASAKUL 氏 	タイ・Chulalongkorn大学　准教授
 Muzailin AFFAN 氏 インドネシア・Syiah	Kuala大学　国際室長
 KIM Hyuncheol 氏  韓国青少年政策研究院　院長 
 杉村　美紀　氏  上智大学　総合人間科学部教授

パネルディスカッション Panel Discission
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モデレーター（及川）：それでは時間になりま
したので、パネルディスカッションを始めた
いと思います。では、ショーケース、六つの
報告がありましたが、それを踏まえましてこ
れから、ショーケースで登壇された 4名の
先生方と、午前中に講演をいただきました大
使を含めて、パネルディスカッションを始め
たいと思います。
一応パネルディスカッションのテーマ

は、プログラムに書いてありますように、
Through sharing the diverse ESD practice 
based on the situations and issues of 
each country, and discussing how to 
promote practical ESD and foster future 
generation, we accelerate international 
partnership and collaboration for ESD 
promotion.	「各国の状況や課題を踏まえた多
様な ESD の取組を共有し、どのように実践
的な ESD を推進して未来世代を育成してい
くかを議論することを通して、ESD の推進向
けた国際的なパートナーシップと協働を加速
する」ということです。
キーワードとしては大きく三つほどありま

して、一つはまず持続可能な社会の構築に向
けた教育と人材育成についてです。これが
ベースになるわけです。二つ目は、そのため

に重要なこととして、今日一日話に出てきま
したパートナーシップやコラボレーション、
あるいはネットワークが重要です。もちろん
それは国を超えたインターナショナルなネッ
トワークもあれば、それぞれのセクターとい
いますかそれぞれの分野を超えた、あるいは
その学問領域を超えたインターディシプリナ
リー（学際的）なネットワークなど、様々な
つながりの部分です。そして最後は、ショー
ケースの最後のほうに力強くプレゼンしてい
ただきまいた「ユースの参画」ということで
す。われわれにすれば、ユースをどう巻き込
むかということになろうかと思いますけれど
も。その３つのキーワードで進めたいなと思
います。
はじめに、ここにいらっしゃっている方は

ある意味それぞれの国、それぞれもちろん分
野は違うんですけれども、国からお一人ずつ
お招きしていますので、その国ごとの持続可
能な社会の構築といいますか、別な言い方を
すれば SDG の達成に向けた大きな課題、そ
の国のいちばん大きな課題はいったい何なの
か。また逆に、それに向けた強みあるいはア
ドバンテージというのもあるだろうと思いま
すので、それについて議論したいと思います。
それを、それぞれの国の様子を把握するた

めにも、皆さんと共有するためにも、そこを、
一つずつくらいお聞かせいただきたいと思い
ます。そうするによって、それぞれの国の今
置かれている現状というのも見えてくるのか
なと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、ABDURAKHMONOV大使、ウズ

ベキスタンはいかがでしょうか。SDGs 達成
に向けた課題と、強みについてお願いします。

ABDURAKHMONOV： もちろん、今日申し上
げたように、ウズベキスタンでは SDG の達
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成に向けてたくさんのことがされています。
また、いろいろなプレゼンを今日お伺いいた
しました。特に、若い方々の SDG への取り
組みのためのいろいろなイニシアチブがあ
るということを伺いました。特に災害とか
DRR（減災）に向けたものでした。
ウズベキスタンでの大きな課題としてはこ

ういうものがあると思います。ウズベキスタ
ンの西側にアラル海があります。巨大な塩湖
があるんですけれども、そこが小さくなっ
てきています。1960 年から、今、その湖が
10％を残して消失してしまっているんです。
そこは災害による影響も大きくなってきてい
ます。ウズベキスタンだけではなく、カザフ
スタンとかトルクメニスタンといった隣国も
影響を受けています。
そういう意味で、こうした地域にいる若者

たちは大きな課題を突き付けられています。
特に飲料水の問題は深刻です。これは西側で
すけれども、中央部にも影響があるかと思い
ます。ですからこれがわれわれにとっては課
題だと思っています。
強みに関しては、ウズベキスタンは長きに

わたってアジアとヨーロッパをつなぐ中心的
役割を果たしてきました。シルクロードの真
ん中に位置し、西から東へ向かうシルクロー

ドの中核的役割を果たしてきたのです。
少なくともウズベキスタンの若者は、2カ

国語、3カ国語をしゃべることができます。
それが一つの強みだと思っています。だから
こそ世界を巻き込めるのだと思っています。
と同時に、文化の違いもちゃんと理解できる
能力を持っていると思います。他の国と違っ
て、平和裏に国をまとめ、他国を巻き込む力
があると思います。

モデレーター：ありがとうございます。ウズベ
キスタンの人々は、少なくとも２，３か国語を
話せるのですね。どんな言語を話すのですか？

ABDURAKHMONOV：ウズベク語はメインで、
あとは隣のタジク語とかロシア語とかは普通
にみんな話せると思います。あと、英語は大
体若者の 7割ぐらいは話せるようになって
きています。

モデレーター：すごいですね。ダイバーシティー
ですね。やはり、聞いてみないとなかなか分
からないことですね。すごいなと思って聞か
せていただきました。
では、次にタイランドはいかがでしょうか。

ANUNTHAVORASAKUL：二つの点を申し上げ
たいと思っています。地球市民教育（GCED）
と ESD に関してです。
GCED の話をしましたけれども、今はカリ

キュラムとしては新しいですけれども、それ
はカリキュラムという意味では補足的なもの
で、最近追加されたものです。そして、生徒
たちの日常の活動にうまく合致し、つながる
ものです。私たちは GCED を推進する中で、
とても良いフィードバックが得ています。生
徒たちは、新しいトピックを学べたのがとて
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も良い、教科書を読むよりも面白いという話
をしています。
それから、既存のカリキュラムにうまく包

括できていると思っています。GCED はもっ
と社会的な感情的な能力の開発につながって
いるのではないかと思います。なので人格形
成とか人間性とかというところの発達に影響
が出てきていると考えています。
そして、もっと先生方がお互いに協力し合

うという雰囲気もできています。生徒に何か
問題がある場合には、こうしたGCED という
カリキュラムのおかげで。学校は先生方をエ
ンパワーできる、それによって学校では新し
い活動も展開できていると思っています。な
ので、これは、とても重要な点だと思います。
貧困の地域の高校でいろいろ作業もしたん

ですけれども、でも、とても前向きなフィー
ドバックが来ています。もちろんいろいろな
ディスカッションもあると思いますけれど
も、ファシリテーターの方々もその活動を振
り返ってさらなるディスカッションの展開を
考えており、それによってさらに若い人たち
の教育の質の向上を目指しています。ですか
らいいチャンスになると思っています。

モデレーター：Global Citizenship Education
（GCED）は、日本では「地球市民教育」と訳
されていますけれども、それがタイでは非常
に普及して、いい効果が出ているということ
ですね。
逆に、Athapol 先生、何か課題というかチャ

レンジ、SD あるいは SDGs を達成するため
のチャレンジは何かありますか。さっき、ウ
ズベキスタンの場合だと、どんどん湖が干上
がっているという、飲料水と気候変動に絡む
問題だと思うんですけれども、タイはどうで
すか。社会的な持続不可能性というか、ある

いはそういう懸念というか、そういうのはい
かがでしょうか。それに対応した教育が ESD
では必要だと思うんですけれども。いかがで
しょう。
SDG の達成における課題はありますか。

つまり、持続可能な社会を作る上でのタイの
課題は何でしょう。タイの社会、タイの国で
はどういった課題があるのか。例えば環境、
経済、文化などの面で課題はありますか。

ANUNTHAVORASAKUL：課題ですね。まず、
ESD や GCED を主流の教育にしていくため
の課題としましては、政府における継続的な
サポートです。
学校のレベルでは非常にいい流れ・習慣が

できていますが、政府はまだまだ課題がある
と思います。特にこの 10年間、私どもは非
常に厳しい状況にありました。というのも、
教育担当の大臣が 2年ごとに替わったとい
うことで、長期的なサポート、スケールアッ
プしようとしてもそれがなかったというと
ころがあると思います。ですので、例えば 5
カ年契約とかを持っているような機関と協力
をしているわけです。国全体でスケールアッ
プしようと思うと、長期的なサポートが欠か
せないと思います。
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モデレーター：ESD 推進上の課題はこの後でま
た詳しく掘り下げていきたいと思います。
Muzailin 先生、Muzailin 先生の場合は先

ほど防災・減災というのが非常に重要な要素
としてあるとおっしゃっていましたが、それ
以外に何か、インドネシアで抱える課題とか、
あるいは逆にこういうところが素晴らしい強
みとしてあるというのはありますか。

AFFAN：まず、インドネシアに関しては、課
題、そして強みとなりますと、特に SDG 全
般に関して言えることとしては、世界でも 4
位の人口を持つ大きな国だということで、こ
れは問題でもあります。非常に多くの島があ
る国だということです。
もう一つは環境の劣化。これも大きな課題

となっています。まず、森林が減少している
ということと土壌の劣化。それからジャカル
タのような大都市では、大気汚染のような汚
染の問題が深刻になっています。経済発展が
あるところで、当然のことながら産業活動が
盛んになってきており、それが汚染につな
がっている部分もあります。
他に課題として挙げられるのは、発表の中

でも申し上げましたけれども、環太平洋の火
山帯にありますので、地震や津波、それから
火山活動といった自然災害です。持続可能な
開発においてはこれも課題になっているのが
事実です。それから気候変動やインフラへの
アクセスも課題です。インドネシアはまだ日
本ほどはまだアクセシビリティーが整ってい
ません。インドネシアは、やっと今、中所得
層の国になろうとしているまだ発展途上国で
す。ですのでアクセシビリティーが先進国ほ
どは進んでいないというのも課題です。
ただ、私たちインドネシアには強みもあり

ます。まず、人口が多いということ、そして

非常に高い経済成長を遂げているということ
も挙げられます。また、天然資源に恵まれた
国であるということ。これも今後の社会の持
続可能性に非常にプラスになると思っていま
す。
また、皆さんもご存じだと思いますけれど

も、文化的な多様性に富んだ国です。アチェ
からパプアまで、言語だけでも 100 を超え
る言語があります。そういった意味でそれぞ
れ独自の文化を持っているということは、イ
ンドネシアの持続可能な開発において非常に
強みだと思っています。
それから、インドネシアは、非常に戦略的

な位置にあるということです。つまり、南半
球と北半球をつなぐところにある、ちょうど
真ん中にあるという位置です。例えば国際貿
易においても非常に戦略的な地にあると考え
ています。
以上がインドネシアの抱える課題と強みか

と思います。

モデレーター：ありがとうございました。イン
ドネシアの課題と強みについてよく分かりま
した。やはり国が違うと課題とか強みが違う
ので、一口に ESD とか教育といってもそれ
を進める方向性とか目的が当然変わってくる
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ということを、われわれ狭い島国にいるとつ
いつい忘れてしまうところがあるわけです
ね。今日は国際シンポジウムなので、もちろ
ん違って当たり前という前提の下で、でも共
通性をこれからどうみんなで探っていくかが
大事になってくるかなというところです。
では、韓国の場合はいかがでしょう、Kim

先生。強みと課題について。よろしくお願い
します。

KIM：まず、課題から述べたいと思います。弱
さはいろいろあるとは思うんですけれども、
韓国でもいろいろ課題の中で、一番大きなの
は人口の問題です。人口減少は地域の消滅に
もつながっていいますが、これは単なる地域
の消滅、人口の消滅だけではなくて、これは
結局、多様性の乏しさとつながると思います。
首都圏に人口が集まる。こういう現象は日

本にもあるんですけれども、日本よりひどく
進んでいるということです。もちろんご存じ
だと思うんですが、韓国の合計出生率も 0.78
となってします。去年の統計はまだ出ていな
いですが、0.6 まで落ちるかもしれません。
首都圏に集まるというのは、ただ人口の移

動だけではなくて、それは費用のかかる社会
になるということです。それはつまり環境に
悪い社会になることを意味し、環境教育や気
候問題とも関係する様々な社会の問題とつな
がってくると思います。韓国は今、多様な社
会に歩んでいってはいるのですが、もっと
もっと進まなければならないということが一
番大きな問題ではないかということとです。
これともつながると思うのですが、受験の

問題はいまだに大きな問題です。子どもたち
は先ほど話したように、年を取るほど行動に
起こさないということには、いろいろな背景
があるとは思うのですが、受験がその理由

なっているのではないのではないかと思うの
です。
ESD だけではなくて、いろいろな教育のこ

とを聞かないことが多いのは、一番大事なこ
とは受験のことで、受験のことは結局、多様
化社会に行くのに障害、壁になるということ
と考えています。そういう弱さをどういうふ
うに乗り越えるのかということが、今、一番
大事ではないかと思っています。
強さはいろいろあると思うんですけれど

も、私は、子どもの政策・青少年の政策もそ
うですし、教育の政策の中でずっと今まで、
困難がある中でも、子どもの声を出す機会を
たくさん創りました。子どもたちは、受験な
んかでいろいろ苦労はしているんですけれど
も、彼らの声を出す機会もますます増えてい
るということで、そういうことが強さではな
いかと思っています。
持続可能な社会になるためにも、子どもの

声に耳を傾ける必要があると思います。なぜ
かというと、彼らこそ一番ラディカル（革新
的）だから。ラディカルでないと、2050 年
まではカーボンニュートラルへの目標が達成
できないと思います。

モデレーター：ありがとうございました。今聞
いているだけでも、インドネシアと真逆の片
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一方は人口が増えていて、片一方は減ってい
ると。日本も韓国に非常に近い部分がありま
すし、受験競争も日本でもまだ残っていると
言えば残っている。でも、韓国の場合、大学
試験の時にパトカーで先導されて行く映像が
よく流れますけれども。かなり過激な競争が
今でもあることは耳にしております。
では、杉村先生。杉村先生は長く ESD も

されていますし、国際教育がご専門だという
ことで、内と外とを行ったり来たりしながら
眺めながら見ていらっしゃると思うのです
が、そういうことも踏まえて、日本の今置か
れている状況、課題とか逆に強みは、SDGs
とか ESD に向けて、持続可能な社会を作る
ということに向けて、いかがですか。どう感
じていらっしゃいますか。

杉村：まず、弱みというか課題ですね。今もちょ
うど韓国の Kim 先生がおっしゃいましたけ
れども、まさに人口減少が進む中で、社会の
多様性をどういうふうに考えていくのか。も
ちろんこれは経済発展のための優秀な人材の
獲得とか、競争をどう維持するかとか、いろ
いろな観点がある中で、でも一方で、社会の
多様性と SDGs でよく言われますけれども、
誰一人取り残すことなく包摂的な社会をどう
作るかという課題は、ESD に直結する課題だ

と思います。それをどう日本の教育が向き合
おうとしているのかという点では韓国と全く
同じなんだなと、今伺っていて思いました。
併せて、これも本当にいろいろな学校に

行ったときに、今日も実は会場で先ほどお休
みの時間に話させていただいた先生とも交わ
したことですけれども、今、先生が受験のこ
ととおっしゃいましたが、いわゆるこれまで
の伝統的な教育の評価の仕方、あるいは学力
とよく一般に言われるような、もう少し言っ
てしまうと進学競争の中で求められてきた力
とか知識の獲得といった、そういった昔なが
らの学習の在り方と学び方と、ESD が求めよ
うとしている学びは大きく質的にも違うし、
そこをどうやって現場の先生たちあるいは政
策を作る方々、あるいは私ども大学の研究者
も、向き合っていけるのかなというのは本当
に大きな課題だと思います。
いろいろな学校にお尋ねすると、ESD の大

事さは分かるし、良さも分かるし、やるべき
だけど、でも、取りあえず明日の学力試験を
どういうふうに子どもたちと向き合ってやっ
ていくのか、試験問題をどう作るかとか、あ
るいはカリキュラムのある程度決まった中
でどうやって ESD の要素を入れていくかと
いったときに、現場の先生方はそんなに限ら
れた時間と、それからもちろん今、教師の働
き方改革もすごく言われていますけれども、
そういったいろいろな条件の中でどうやって
実現できるのかなという点があると思いま
す。
そのことは、これは日本だけではないと思

いますが、今日お話を後でぜひと思うんです
けれども、ESD の成果をどうやって評価して
いくのかという点が、今後はすごく質的な教
育の改革を考えるときに大事な点になってく
るかなと。だから、今、日本で行われている
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いろいろな ESD の実践がどういうふうに評
価されるかという点は、すごく大事なポイン
トなのだろうと思います。
少し違った観点で、これは日本の現状を私

なりに見て思うことですけれども、今日何度
もお話にあったとおり、日本には今、1000
校を超えるユネスコスクール、それから、私
の発表の中でも触れさせていただいたとお
り、ユネスコスクールでなくても本当に地道
にいい実践をやっていらっしゃる学校がたく
さんあります。なかなかそういう経験や、そ
れは教授法もそうですし学び方も、横の連携
がなかなかできていない。いい先生や実践が
数多くあるだけに、もっと連携が取れたらい
いのかな、何かそういう交流ができる機会が
あるともっといいのではないかと思います。
もちろんそういう意味ではユネスコスクー

ル全国大会を毎年 1回、日本でも盛大に皆
さんが開催されていますし、先ほどからお
話にあるとおり、ユネスコスクールの全国
ネットワーク、それからそれを支える大学の
ユネスコスクール支援大学間ネットワーク
(ASPUnivNet）、来年から運営委員会の委員
長にモデレーターの及川先生がなってくださ
るということですが、そういう大学が支えて、
一体としてみんなでやっていこうという仕組
みはもうあるんですけれども、それをどう動
かしていくかというところはポイントなのか
なと思います。
もう一つ、実はこれは私が前に国内委員会

の仕事をさせていただいた時によく国内委員
会で議論になっていたんですけれども、せっ
かくの日本のこういう経験をどうやって国外
に発信したり共有したりできるかをぜひ考え
ようという意見は、ずいぶん委員の先生から
出ていました。
逆に、今日もそうですけれども、海外のい

い経験をぜひ吸収して、日本の経験と合体さ
せて、新しいプログラムを作ったり教材を
作ったり、そういうことができるとさらにい
いのかなとも思うところです。
今日、まさにインドネシアやタイや韓国の

先生方、あるいはウズベキスタンの先生が発
表してくださって、それぞれ、さっきお昼の
時にお話ししたら、皆さん日本への留学経験
がおありになったり日本で仕事をされたりし
たと聞きました。だからこんなに日本語もお
上手で。そうやって日本とつながりながらい
ろいろな教育を組み立ててくださっているこ
とが、私は今日よく分かりました。まさに、
こういう機会がもっとあるといいのかなと改
めて思いました。以上が課題です。
一方、日本の強みですけれども、今も一部

話しましたが、なぜ日本がこんなにたくさん
ユネスコスクールが増えてきたかというとこ
ろは、ぜひ私は大いばりで世界に人に発信し
たいと思っているところです。というのも、
ご存じかと思いますが、2005 年に国連 ESD
の10年が始まった時、日本にユネスコスクー
ルは 16 校だったんですね。それがわずか
2014 年までの間にぱーっと伸びて 1000 校
を超えましたし、その後のグローバル・アク
ション・プログラム（GAP）になった時もさ
らにどんどん手が挙がっていきいきました。
実はこれも日本ユネスコ国内委員会でずっ

とみんなが考えていたことですが、手を挙げ
てもなかなか、ユネスコスクールに認定なる
までの、待ってくださっていた学校とかもす
ごくたくさんあったので、今はキャンディ
デート校というのを文部科学省国際統括官
付・日本ユネスコ国内委員会の方でそういう
制度を新しく作りました。手を挙げたらまず
キャンディデート校になって、そこからさら
に認証を受けるとユネスコスクールになれる
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という、また新しいステップが増えて、活気
が出てきています。
そういう機運があったというのはなぜだろ

うかと考えたときに、私は、冒頭申したこと
と逆になるんですけれども、先生方がすごく
日本の学校あるいは子どもたちをどういうふ
うに学ばせたらいいかと一生懸命考えてくだ
さって、大変なのは分かっていても手を挙げ
てくださった学校がきっとそれだけあったと
いうことなんだと思うんですね。実践の力を
支えている先生方の力と、それから、ホール・
コミュニティー・アプローチではないですけ
れども、地域の方々もすごく協力していると
ころが地域によっては多いですし、みんなで
考えていこうとした結果だと思います。
また、それを政策も支えているように思い

ます。実はこれも今日、冒頭の国際統括官の
お話、あるいは諸橋さんもユネスコの全体の
流れの中で言っていただきましたけれども、
日本では今、学習指導要領の前文と総則に、
「持続可能な創り手」を育てるということが
はっきりと書き込まれて、そして昨年出た教
育振興基本計画でも、二つ柱があるんですけ
れども、ウエルビーイングと、もう一つがま
さに持続可能性なんですね。ですからそうい
うことをサポートすると、またそれが各都道
府県の地域の教育委員会の施策にも乗ってい
きますし、上からというか、むしろボトムアッ
プの流れと、政策がそれを支えて、両輪で動
かしてきたというそこのパワーが、1000 校
を超えている、あるいは先生方が大変な中で
もうちはやってみようかなと思っていただけ
る力になっているかと思います。
最後にもう一つだけ。1000 校あるんです

けれども、実は結構、日本の所在地が偏って
いるというのもよく言われるところで。今日
もここに来られていますけれども、例えば気

仙沼とか大牟田とか、さっきも愛媛県の教育
長がご発言になっていましたけれども、町を
挙げてのユネスコスクールのところもあれ
ば、どうしてもちょっと濃淡があるのも、日
本のまだまだこれから頑張っていくところか
なと思います。
以上、ちょっと長くなりましたけれども、

包括的にそんなことを感じています。

モデレーター：ありがとうございました。長く
携わっていただいて、熱い思いが伝わってま
いりました。
学力観の転換というか、学力の質の変容と

いいますか、そういう部分と ESD が普及し
たのが実は両輪では来ているのですが、まだ、
その両輪がきちんとしっかり連結されている
かというと、なかなか一般の学校あるいは自
治体では難しい状況です。ユネスコスクール
をまちを挙げてやっているところについて
は、ほぼそういうことは認知されてきている
のかなと思いますが、まだそういう意味では
努力が足りないなと、実は推進する側として
は思っているところです。今後もそれはやっ
ていかないと、その教育の目的が違ってしま
い、それに向けたアプローチと方法がずれて
しまって、ESD の馬車はうまく走らないわけ
です。そういうところはしっかりやっていき
たいなと思います。
もう一つ、1000 校を超えたというところ

があって、1000 校を超えたという結果だけ
見ればすごいなという話ですが、私は十数校
の時代から知っていますので。そのプロセス
が非常に大事なことを、文部科学省も今やっ
ている方々も、きちんともう 1回振り返っ
たほうがいいのかなと思います。なぜ 1000
校を超えたんだろうというところですね。
これは二つあって、一つはもちろん斉藤さ
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んが、あるいは統括官がリーダーシップを取
りながら、トップダウンと言ったらあれです
けれども、施策としていろいろ進めてきた、
あるいは学習指導要領の改訂など、それはそ
れであるんですけれども、私から見ると、学
習指導要領はむしろ ESD の後追いの部分が
結構あるんですね。
実は 2002 年から 2005 年あたりに、国連

ESD の 10 年が始まる頃から、日本の ESD
の本当の特徴は、実はボトムアップにあると
私は思っているんです。つまり、今日も大牟
田だ、気仙沼だ、金沢だ、新居浜だと、オー
ルスターがそろっていますので各地域の方が
いらっしゃるんですけれども、「このまちを
何とかしないといけない、このまちの持続可
能性は、子どもにかかっている、教育にかかっ
ているんだ」という熱い思いが、ひしひしと
日本の教育現場に感じれるのです。
そこを踏まえて、まちとしてホールシ

ティーだったりホールスクールだったりESD
を進めてきた結果の積み重ねが 1000 を超え
たということなんですね。だからボトムアッ
プとトップダウンの両輪があってはじめてな
し得た 1000 校かなと私は思います。
実のところ、日本は、中心部の中央ではな

くて実は各地域や地方からユネスコスクール
は始まったんですね。東京でももちろん、やっ
ていましたけれども。そういう意味では、全
国区になってきたのはそういう思い , 熱意や
情熱が根源にあったというのは、とても大事
なことかなと思いました。
実はこの後に、これらの各国の課題を踏ま

えて、その課題に打ち勝つ人材育成とか、そ
の強みをさらに強みとする教育の在り方と
か、そういったところも聞きたかったのです
が、それは次の質問に絡めて聞きたいと思い
ます。
次は、せっかく世界から集まっていただい

ているので、これから、今までもプレゼンの
中でさまざまなネットワークとかパートナー
シップの話はありましたし、その実例も挙げ
ていただいたんですけれども、さらに皆さん
パネリストの方々が、今後こういう連携が、
このシンポジウムをきっかけでもいいです
し、それ以外でもいいですけれども、少し考
えられるのではないかということについてご
発言をいただければと思います。
特に私としては、奈良にいるものですから、

例えば奈良の学生とか子どもたち、もっと広
く言えば日本の子どもたちや教員も含めて、
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どういうふうな教育的な連携ができるかにつ
いて、その示唆や提案をぜひお聞きしたいと
思います。私としては、提案だけではなく、
それを実現するような形に何とか持っていけ
ればなと思いますので、そのアイデアとかヒ
ントもいただきたければと思います。
アブドラフモノフ大使、いかがですか。

ABDURAKHMONOV：何事も始めるところ
が難しいですね。もちろん教育というのは
SDG の目標達成、そしてウズベキスタン政
府にとっても非常に重要な部分で、今、懸命
に努力をしております。
ただ、私からのコメントといたしましては、

先生がおっしゃったように、これから何がで
きるのか。今日はこの場に集まってみんなで
議論をして、地域におけるパートナーシップ、
例えばウズベキスタンと日本では何ができる
かという話をしてきました。
私からは、ウズベキスタンの世界遺産サマ

ルカンドは、姉妹都市である奈良ととても良
好な関係を築いています。サマルカンド地域
と奈良県というレベルで、とても良好な関係
があります。2週間前に、奈良の学生さんに
ウズベキスタン、サマルカンドに来ていただ
いて、現地の大学に来ていただき 1週間か 2
週間滞在していただくという合意を結びまし
た。奈良教育大学の学生さんと当地の大学の
交流をしようという話になりました。ですの
で奈良の学生さんはウズベキスタンに来てい
ただいて、例えば未来や協力に関する議論を
したり意見交換したりできるようになりまし
た。
また、高校生の修学旅行でウズベキスタン

にぜひ来ていただこうということにも取り組
んでいます。今年からこれをスタートして、
今後もぜひ続けていきたいと思っています。

このような形で学生の交流も促し、高校生の
交流も実現しながら、いろいろな文化に出
合っていただきたいと考えています。
また、ウズベキスタンの高校生も日本の奈

良に来て、いろいろなものを見て体験し、学
んでもらいたいと思っています。また、日本
の学生さんにとっても、ウズベキスタンに来
ていただければ、特にサマルカンドを見てそ
の世界遺産を実際に見ていただくというのは
非常に素晴らしい経験になるのではないかと
思っています。

モデレーター：魅力的なご提案だと思います。
ありがとうございました。サマルカンドはシ
ルクロードの十字路と言われていますけれど
も、奈良はシルクロードの終着駅なので、そ
ういう昔ながらの歴史を含めて、文化的な交
流にとどまらず、もっと教育的な、さらに言
えば将来を見据えた交流に向けて非常にいい
機会になればと期待しています。これはウズ
ベキスタンと奈良だけではなくて、テーマは
い様々でしょうが他の登壇している国々とも、
同じような交流ができればいいなと思います。
タイはいかがですか。タイも歴史のある国

ですけれども、どういうパートナーシップが
これから考えられるでしょうか。
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ANUNTHAVORASAKUL：最初の質問を誤解し
ておりまして、すみません。
ESD に関しましては、タイでは教員の方が

その学校の課程に関わる素晴らしい機会だと
思っています。ESDのプログラムにのっとっ
て、例えば低所得者層の学校でも例えばオン
ラインのプログラムを提供したり、広島の学
校と協力を支援したりしています。その学校
では広島の学校とつながりながら、お互いに
英語をもっと学ぼうとか、お互いのストー
リーを共有するとかタイの文化を共有すると
いうことをオンラインで実施しています。
そういった交流プログラムは人と人をつな

げる上で非常に素晴らしいものだと思いま
す。それは学生だけではなくて、教員同士
もそうですね。外国の学校と交換プログラ
ム、例えば日本や韓国、インドネシアともこ
ういった交換プログラムがありますが、これ
は教師にとってはエンパワーメントになりま
す。より質の高い指導計画を作ったり、ある
いは同じトピックでも、他の国で教えたりす
るということは、教師にとって素晴らしい機
会になります。こうすることで教師のネット
ワークを作るというのは非常に重要だと思っ
ています。
例えばタイの南部ではマレーシアの文化を

持つコミュニティーがあります。ですので
GCED をイスラム教の視点で取り入れるとい
う意味でも非常に意味のある取り組みが行わ
れています。
もう一つ、GCED、ESDで重要な場所として、

例えばラオスに近い北東部では、タイとラオ
スの文化の共通点が多くある地域です。です
ので、まずコミュニティーでさまざまな指導
計画の共有を行うなど様々な活動を行ってい
ます。ある学校ではメコン川を越えて学生を
ラオスに送って交流活動をしたとかいうこと

を聞きました。タイからラオスの地域に行っ
て、非常に貧しい地域、エコシステムにも問
題があるんですけれども、その実世界の不平
等の問題などを議論する機会があったと聞い
ています。こういったのも非常に重要だと思
います。
もう一つは、教育者・教師間での国を超え

た共同研究だと思います。例えば ESD に関
しても、例えば平和とか教育、さまざまなト
ピック、若い人たちが受け入れられやすい
テーマがありますので、ESD を通じて、若い
人も関心を持てるトピックについて取り組む
ことができるのではないかと思います。今、
ご質問を聞いて思い浮かんだのは以上です。

モデレーター：ありがとうございました。ESD
の教師教育というか教員研修を通じたすばら
しい交流ですね。日本のユネスコスクールの
最大の課題は、ユネスコスクール相互間の交
流とかネットワーク、特に海外とのネット
ワークがなかなか進まないということが大き
く調査からも実態からも明らかになっている
ので、そういう意味でも、今のお話のように、
オンラインを使いながらでも、あるいは対面
でもいいので、そういう交流が非常に進むと、
子どもたちも先生方もダイナミックに視野が
広がって、取り組みそのものがグローバルに
なってくると思いました。ありがとうござい
ました。
　Muzailin 先生はいかがでしょうか。

AFFAN：ありがとうございます。パートナー
シップとか連携の話になりますと、アウト
プット、アウトカムが必要になると思います。
こうしたシンポジウムでそういうアウトプッ
トを出すということは重要だと思います。
例えば、今、5カ国の人間が集まっている。
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なので何か始めませんか、5カ国で。パート
ナーシップのプログラムをやるとか。ユネス
コの方もいらっしゃっていますから。そうい
う、他の国々の強みをさらに強くするという
のもいいのではないかと思います。
皆さん、もうパートナーシップを進めてい

らっしゃる方々が今お集まりなわけですか
ら、問題解決を一緒にするという手もあると
思いますよ。もちろん個別に解決することも
可能と思いますけれども、連携はやっぱり重
要だと思います。なので、このシンポジウム
をきっかけに何か始めるというのもいかがで
しょうか。何かアクションができるかどうか
を話し合うというのもいかがでしょうか。

モデレーター：本当におっしゃるとおりで、そ
のとおりだなと思って聞かせていただきまし
た。
なぜこういう質問をしたかというと、私の

根底には、たぶん ESD にしても SDGs にし
ても絶対 1カ国では無理だろうというとこ
ろなんですね。特にグローバルイシューと言
われる問題、気候変動しかり、さまざまな紛
争もしかり。そういうときにいかに国を超え
たコラボレーションができるのかということ
で、今、5カ国の皆様に集まっていただいて

いるので、これから最後のクロージングセッ
ションまでの間の時間、どういうことができ
るかみんなで考えていきたいなと思います。
Hyuncheol さん、いかがですか。

KIM：協力は多ければ多いほどいいでしょう。
ただ、重くなると持続可能性がないと思うん
です。気軽にやったほうがいいと思います。
コロナ禍でデジタル転換も重ねて、われわれ
は気軽に会える手段を得ましたので、本当に
気軽にやったほうが、気軽に会えるようにし
たほうがいいのではないかと思います。
ただ、アジアの他の各界のこともそうです

けれども、ヨーロッパとかアメリカとか英語
の地域の方々はネットワークしやすいです
ね。アジアの国はなかなか言語の問題で難し
いですけれども。大人は難しいです。子ども
たちは難しくないんですね。会話できない子
でも何とか会話するんですね。数年前、行事
をやった時にも、子どもたちもお互いに何と
かする。だから心配せずに、会えるチャンス
を盛りだくさん作ってあげたらどうかなと。
われわれも一緒にやろうという気持ちです。

モデレーター：子ども主導でということですね。
子どもを先頭に立てて、大人が後ろにくっつ
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いていくという感じですね。
特に、先ほど Hyuncheol さんが、ユース

の活躍についてプレゼンテーションをしてく
れましたが、ユースをどこまで見るかという
話ですけれども、日本は結構上の世代まで
ユースと見ていますけれども、私はむしろ、
下の世代をどう見るかのほうが重要だと思っ
ています。今の子どもたちのいろいろなパ
フォーマンスを見ていると、もう中学校辺り
からユースで十分OKだと思います。東日本
震災なんかは特にそうだったんですが、一番
頼もしくて一番一生懸命に社会にあるいは被
災者のために貢献していたのは中学生でした
から。能登でも今、同じような現象が起こっ
ていると聞いています。
そういうような流れで、生徒、若者などユー

スの話は、これからさらに総括セッションで
も発展していきたいと思います。それを大事
にして国際的なコラボレーションを作ってい
くというのが非常に重要かなと思います。あ
りがとうございました。
杉村先生はいかがですか。

杉村：今の話にちょうど続けて、一つ、いい実
例をご紹介したいと思います。さっき私の発
表の中で最初にご紹介した伊奈学園の例です
けれども、交流相手は韓国なんですね。そう
すると、英語でやりたいけれども、お互い英
語を学んでいる同士でネーティブスピーカー
ではない。
そのような中で、実践された松倉先生とい

う英語科の先生が、「子どもたちがどうやっ
て交流したと思います？」と言われたんです。
何と、今だと SNS とか Eメールでどんどん
交流のネットを作ってやっていくんですが、
今まさに AI の自動翻訳で、「元気？」とか「何
を食べているの？」とか、そういうちょっと

したアイデアで中学生がどんどん交流のチャ
ンネルを増やしているということです。決し
てそれだけが推奨されてはいけないのかもし
れませんけれども、まさに Kim 先生がおっ
しゃったみたいな、若者のアイデアとか力が
それを助けていくのではないかなと、すごく
可能性を感じる部分です。
その意味では、さっき Athapol 先生がおっ

しゃったオンラインを使った取り組みはきっ
かけづくりがすごく私は大事だと思っていま
す。1回誰かと話したり、通じてよかったと

か、相手の国の人はこんなことを思っている
んだということをみんなが感じられるように
なると、それが次の一歩につながるけれど
も、どうしても費用と時間と空間を超えると
いうのはすごく大変ですので、その意味で今
はオンラインで、これはある意味コロナの影
響の副次的な良い効果だと思いますが、いろ
いろな形でつながれるようになってきている
ので、ぜひそれを活用してやれたらいいのか
なと思います。
今、大学レベルでは実は Collaborative	

Online	International	Learning という、COIL
と呼んでいますけれども、これは単に話を
したり、昔ちょっとあったMOOC	(Massive	
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Open	Online	Courses) といった教材を配信す
るだけではなくて、まさに教室と教室をつな
いで議論したり討論したり、あるいは事前に
教材をお互い読んでおいて、ディスカッショ
ンのところだけをオンラインでオンタイムで
やるとか、実は結構大学は今、いっぱいやっ
ています。
例えばうちの大学も学生が、国際衛生の看

護学科の先生がやっている例ですけれども、
モンゴルとアメリカをつないで 3カ国で議
論したり、あるいは日本の学生がアフリカの
学生と時差を超えて、調整すれば可能なので、
話ができたりすると、すごくいろいろな視点
を手に入れられるので、それができるといい
なと思います。
それをやるときにポイントがあります。1

つは、どんな実践でもキーパーソンがどうし
てもいらっしゃるんですね。それが先生かも
しれないし、ファシリテーターの方かもしれ
ないし、あるいは学生や生徒さんのやる気の
ある人たちかもしれないし。今日も先ほど、
苗代さんがすごくいいユネスコクラブの発表
をしてくださって、まさにつながりましょう
とさっき呼び掛けてくださっていましたけれ
ども、ああいうキーパーソンがいるとすごく

大事だということが一つです。
もう一つ大事なことがあって、それは持続

可能性だと思うんですね。1回はつながるん
ですけれども、その後、じゃあまた次ねと言っ
てつながるシステムをどう作っていくかとい
うのもすごく大事です。たぶんそのときに大
事なのは、つたない経験からですけれども、
パワーが出るのは共通の関心があるというこ
となんです。これは今日、ご発表の中でも先
生方がおっしゃっていましたけれども、つま
り、このテーマならいろいろ議論できるよね
という、そういう関心を持った先生同士が最
初にきっかけを持ってやり始められるといい
と思います。お題目があってそれに合わせて
やろうとするとどうしてもみんな無理が出て
しまうんですけれども、これならぜひ議論し
たいからやろうとやり出すと、一気に人のつ
ながりはすごいパワーを生むなと思うことが
あります。
キーパーソンと、つながれるシステムと

テーマと、そんな題材をオンラインに乗せて
やったらどうかなと思います。

モデレーター：最後に、これは全員と言わず、
これまでのご発言の中で、ユースが参画する
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ことが非常に重要であるというお話が端々に
出てきました。それが社会を変える変革の主
体者として、エージェンシーを発揮すること
もあるでしょうし、あるいはネットワークを
作っていく、それをコーディネートしていく
ようなことも、もちろんユースのほうが今、
アクティブにやるのかもしれないというとこ
ろがあると思うのですが、これまで出た話の
他に、ユースを生かす、あるいはユースを参
画させるということについて議論したいと思
います。Hyuncheol さんから先ほど、ユー
スの子どもたちの声を聞かなければいけない
んだという話が盛んに出ていましたが、他の
方々から、ユースが参画するためにこうやる
といいなとかこういういい事例があったなと
いったお聞かせいただければと思います。い
かがでしょうか。

ABDURAKHMONOV：今日、私のプレゼンの
中でも少し言及したんですけれども、ウズ
ベキスタンの若者というのは 30歳ぐらいま
で考えるんですね。そこをユースといいま
すが、3600 万の人口の中で 60％が若い世
代となっています。30 歳以下の若い世代で
す。ですので政府は彼らにも非常に着目し
て、そのメッセージを伝えようとしています。
SDGs のメッセージを伝えて、若い世代の人
に SDGs を意識してもらおうという取り組み
をしているということです。そのために、さ
まざまな講演やシンポジウム、また会議など
を行い、社会のさまざまなところで SDGs を
浸透させようとしています。
ただ、若い世代に伝えたい重要な点として

は、彼ら自身がこれから将来の問題に対応で
きるようになってほしいということです。で
すので、若い世代の SDGs に対する意識を上
げていくことがウズベキスタン政府の目標の

一つでもあります。
モデレーター：若者に使命感をどう持たせるか
ということですね。Athapol さんはいかがで
すか。

ANUNTHAVORASAKUL：変化をもたらすため
に、ESD は非常に強力な道具になると思いま
す。例えば ESD に関しては、学習者が積極
的な主体として参加する機会になると思いま
す。
パッターニーの学校で ESDを使った教育を

行ったときには、インクルーシブシティーと
いうプロジェクトをやりました。4週間にわ
たる活動だったんですけれども、最初に学生
がコミュニティーのマッピングを行います。
例えばどういう人がその町の中に住んでいる
のかという情報を集めて、パッターニーでは、
国の歴史を習うんですけれども、その地域で
あるパッターニーの歴史などについてはあま
り知らない。ですから実際にその地域に入っ
て地域の人々の声を聞いて、そしてそれを自
分たちで分析をして、コミュニティーとして
の課題は何かということを理解しようとした
わけです。自分たちで学ぶということをした
わけです。こういった機会を使って、最終的
には例えば本の形にしたり他の人とコミュニ



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

171

ケーションを取ったりということをしました。
もう一つ生まれたのはフォトエッセイとい

うプロジェクトです。つまり、コミュニティー
のいろいろな所の写真を撮ってきて、その写
真を撮りながらその場所の高齢の方のお話を
聞いて、その方たちがどういうことを学んで
きたのか、いろいろな教訓を共有してもらう、
またこれについてさらに学ぶということをし
ました。コミュニティーにどんな希望を持っ
ているかを聞いていくというのは、学習者で
ある学生自身にも非常に市民としての意識が
高まる機会となりました。
自分たちのコミュニティーをもっとより良

くする、より良い未来をつくるということで
は、ESD というのは非常に強力なツールにな
ると思います。学生が主導するプロジェクト
という形になるので、とてもいいと思います。

モデレーター：ぜひそういう活動を、日本も含
めて世界に広げていきたいなと思って聞かせ
ていただきました。
Muzailin 先生、何か、防災・減災に関わ

る活動で、ユースが参画するとか主体になる
ような活動はございますか。

AFFAN：若者は社会の変革者であり、彼らを
前に置いて、それを私たちが後方から支援す
るというのが、私たちの未来に実現に向けて
もとても重要だと思っています。
例えば DRR に関しましては、プレゼンで

もお話しさせていただきましたけれども、減
災・減災においては、例えばインドネシアと
日本の高校生がお互いに自分たちの環境で学
んだことを共有するということをしました。
そして、高校生が高校生として社会に何がで
きるかということの共有をしました。
国際協力ということを考えるときには、小

学校ではなくて、特に中学校、それから高校
がもしかしたら適切なレベルなのかもしれま
せん。例えばお互いの国を超えて訪問すると
なると、中学校以上ということになるかもし
れません。中学生・高校生であればそういっ
た活動に適しているのではないかと思いま
す。
私の発表でもお話をしました減災の取り組

みがありましたけれども、そこに限定される
ものではないですね。他にも、一般的な環境
問題に関してであったり文化交流であった
り、そういった活動を通じてお互いの情報を
共有し、支えていくことが重要だと思います。

モ デ レ ー タ ー：ありがとうございました。
Hyuncheol さんの場合は、ユースの活動が主
体のプレゼンをなさいましたけれども、ユー
スがあのようにいろいろな場面で先頭に立っ
て、とてもラディカル（革新的）だという言
葉が印象的でしたけれども、それが社会に与
えるインパクトみたいなのはどんなのがあり
ますか。韓国社会に与えるユースのインパク
トですね。日本は、そういう意味ではまだま
だこれからというところもあるかもしれませ
んが。

KIM：インパクトはどれほどあるか分かりませ
んが。大人たちが聞かないんだから、あまり。
いろいろな仕組みでやることはできるとは思
うんですけれども、私としては実践がどうし
ても大事だと思うので、もし、来年度に奈良
でもう 1回このシンポジウムをやるのだっ
たら、子どもたちを連れて来ます。声をかけ
て、奈良クラブとか、国際子どもたちのクラ
ブ、気候変動のクラブ、こういうものを何と
かやってみようかなと思うので。やってみま
しょうね。協力します。
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モデレーター：はい。ありがとうございます。
私は、気候変動問題こそユースのパート

ナーシップとコラボレーションが必要だ
と思っているんですね。ユネスコは Green	
Education	Partnership を作りましたけれど
も、メッセンジャーとして、あるいはリー
ダーシップを発揮する者としてユースの参画
は必要です。うちのユネスコクラブもありま
すし、附属中学校にもユネスコクラブがあり
ますし、全国の学校にもいくつかユネスコク
ラブとかがあります。そういうところと韓国
あるいはアジアの人たちが、ウズベキスタン
も気候変動で困っているという話もあります
ので、そういうところのパートナーシップを、
苗代君、少し考えてみたらいいのではないで
すか。
杉村先生、いかがですか。

杉村：本当に一言。「基本に立ち返る」という
ことで、ESD は何事も自分事として捉える
という、ユースが何か、気候変動でもですけ
れども、自分事として捉えてくれたときのパ
ワーはすごいものがあると思うので、何かそ
のきっかけを私たちはぜひ背中を押すように
頑張れたらいいかなと思います。
さっき国際連携をどうしたらいいかという

話があって、もう一つだけコメントします。
ユースを力づけるという意味で、まさにユネ
スコが今やってくださっていることですが、
ESD	Global	Net	Meeting という、ESD-Net
をつないでということで、去年 12月に国連
大学を会場に、今日ここにも来られている諸
橋さんたち UNESCO の ESD 課が中心になっ
て、すごくいい国際会議をやってくださいま
した。
その時、本当に熱い熱気の中で、世界の 6

地域、特にここアジア・太平洋地域で、そこ
でもこの話が全く同じような話が出ていたの
で、今日のここの会合の結果をぜひそちらの
委員会に何らかの形で発信して、ぜひ、日本
でこういうことをみんなで議論したよと、何
だったら若者を連れていってまたやっていい
よなんていう、そんな運びができたら、もし
かしたら楽しいかななんて、そんなことを勝
手に思い浮かべながら思っておりました。

モデレーター：ありがとうございます。諸橋さ
んには最後のコメントで、その辺のうまい技
（方法）がありましたらぜひ教えていただけ
ればうれしいなと思います。
本当にありがとうございました。皆さまか

らの貴重な情報とかアイデアをいただきまし
て。これで終わりではなくて、これがきっか
けになります。Kim	Hyuncheol さんがおっ
しゃったように、実は私も韓国から数人くら
い一生懸命取り組んでいる若者をここへ連れ
てきて、日本のうちのユネスコクラブに刺激
を与えたいなと思ったりしていたところだっ
たのですが、それがそちらから提案が出ると
はありがたいと思います。
今後、そのようなアイディアを、具体的に、

本当の実践に結び付けていくというのは非常
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に重要だと思いますので、よろしくお願いし
たいと思います。
では、せっかくの機会ですし、フロアの方々

にもご意見なりご質問があると思うので、少
し時間を組み替えて質疑応答の時間を取りた
いと思います。
いかがですか、フロアの方々。今の議論を

含めて何か質問とかご意見とかがありました
ら、ぜひご発言ください。
安田先生、お願いします。

安田：大牟田市の前教育長の安田でございま
す。本日は、素晴らしい国内外の先生方によ
る ESD の国際シンポジウムをこのように開
催していただきまして、学ぶ機会を与えてい
ただいたことに、奈良教育大学の皆さん、学
長先生、そしてコーディネーターをしていた
だきました先生にお礼を申し上げたいと思い
ます。ありがとうございました。
ただ今パネラーの先生方から、ESD の課題

や良さ、それから国を超えた連携の在り方、
そしてユースの参画等についてご教示をいた
だきました。質問ですけれども、教員とかユー
スは優先行動分野に掲げてありますけれど
も、ESD が持続発展していくためにも、今後、

教員でありユースでもある若い先生方に対し
てどのように期待をされているのか、お聞か
せいただければありがたいと思います。

モデレーター：さすが教育長の質問ですね。ユー
スでもあり教員でもある。自分がユースでも
あり教員でもあるという人、手を挙げてみて
ください。お、いらっしゃいますね。
いかがでしょうか。若い先生方に期待する

ということで、私も教育界に長くいましたけ
れども、今の次の世代も教員にはおりますの
で、若いジェネレーションの先生方に、ユー
スとして、あるいは教員として、こんなこと
を期待するということがありましたらご発言
下さい。これは時間がないので、発言のある
方は手を挙げていただいて。

ANUNTHAVORASAKUL：ご質問ありがとうご
ざいます。タイでは多くの若い先生が学校に
います。定年の先生が退職していき、新しい
先生も入ってくるわけですね。どうやってそ
ういう若い人たちをサポートできるかという
ところですね。
それと、もっと学習の場を作らなければなら

ないと思います。トレーニングだけではなくて、
学校の中でのパートナーシップとか、あるいは
先生同士、学校の中、あるいは地域の学校の
先生同士が何か連携できるような、そういう
チャンスがあればいいなと思います。
なので、先生同士のネットワークを同じエ

リアで作るということで、そのエリアの先生
方が同じ背景の中で話ができるということは
必要かなと思います。そうすれば、学習しや
すいし、それぞれのエリアの生徒さんの課題
とかを分かった人間が集まってネットワーク
を作るわけですから、若い人たちも連携しや
すいのではないかと思います。
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モデレーター：非常にそのとおりだと思って
聞かせていただきました。そもそも ASPnet
（ユネスコスクール）のネットワークは、も
ちろん子ども主体であると思うし、そう思わ
れがちですけれども、実は裏返せば先生たち
のネットワークでもあるのですね。先生たち
が集まって、だからスタンドアローン（孤立
して）で ESD とかユネスコスクールをやる
のではなくて、みんなで集まってやることに
よって、悩みを共有するところもあれば、グッ
ドプラクティスの実践を共有するところもあ
れば、あるいは一人ではないんだよ、みんな
でやっているんだよという絆（Solidarity）
というか支えというか、そういうのも起こる
んだなと思うので、ぜひそういう視点でも
パートナーシップを広げていってほしいなと
思います。
では次に、Muzailin 先生。

AFFAN：ありがとうございます。あるインド
ネシアのケースを共有したいと思います。イ
ンドネシアはムスリムの大きな国でありま
す。二つの教育システムがあります。公立と、
イスラムのボーディングスクールというもの
です。イスラムのボーディングスクールの先
生は大体若いです。この若い先生方はとにか
く若いんですね。他の学生も教える立場にあ
ります。なので、若い人たちが強化されるよ
うなシステムづくりが必要かなと思います。
若い人たちであってももっと知識が備えられ
るような、そういう状況があればいいと思い
ます。
先生だからといって全てを分かっているわけ

ではない。なので、中学校の学生さんでも生
徒さんでも、そういう若い先生に何か教える
チャンスはあると思いますね。なので、教育の
中で、若い先生であっても学ぶところはいっぱ

いあると思います。そういうところをわれわれ
としては後押しする必要があると思います。そ
うすれば、若くても先生として知識を蓄えてい
かれるのではないかと思います。

モデレーター：では、他に誰かご質問はありま
すか。鈴木先生、お願いします。

鈴木：本日は大変貴重な数々のお話をありがと
うございました。非常に勉強になりました。
私は国連大学で昔働いていたんですけれど

も、ESD の 10 年が始まる時に、国連大学、
世界の大学連合などと連携して、ESD を推
進する上で大学等の高等教育機関が果たすべ
き役割は非常に大きいものがあるのではない
か、そういった議論をしていました。今でも
それは非常に重要ではないかと思っているの
で、本来であれば各先生方皆さんに、大学が
果たすべき役割についてお聞きしたいと思う
んですけれども、時間がないので、大学ネッ
トワークについてプレゼンテーションをして
くださった杉村先生に質問します。
大学が ESD に果たすべき役割はいったい

どう考えたらいいのか。あるいは今、世界の
大学ネットワークがいろいろあります。特に
IAU、国際大学協会はもう 30 年ほどずっと
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ESD についてアピールをし続けてきた。そ
ういったところとの連携みたいな話も今後ど
う考えていったらいいのかについて、ご意見
をお聞かせいただければありがたいと思いま
す。よろしくお願いします。

モデレーター：では、杉村先生お願いします。

杉村：鈴木先生、大事なご指摘をありがとうご
ざいました。手短に、私が知っている範囲で
お答えしたいと思います。
まず、今日もちょうど高等教育の先生たち

がそろっていらっしゃいまして、奈良教育大
学も日本を代表する ESD の拠点高等教育機
関ですので、私は、ESD における高等教育、
特に大学の果たす役割と責任はとてもあると
思います。
もともと国際連合の直轄の機関である国連

大学では、ちょうど 10年ぐらい前になりま
すか、先ほどご紹介したサステイナビリティ
高等研究所というのができて、そこに大学院
ができ、今はそこに修士と博士の学生もいま

す。その中で幾つかの研究の柱があって、一
つに、今の所長になってからだと思いますけ
れども、ESD というのが特に中心科目として
挙げられるようになっています。
この関係で今、国連大学が、これも鈴木先

生はよくご存じだと思いますが、RCE とい
う世界の ESD の拠点をたくさん持っていて、
実はこの近畿の近辺にもあると思いますけれ
ども、それをどういうふうに活性化していく
かという議論が実は国連大学の中に今、研究
プロジェクトで始まっているのを私も伺って
おります。
それから、国連大学ですから本当は世界の

諸地域を所管しますけれども、実はアジア・
太平洋地域に ProSPER.Net という、今度は
大学院レベルですけれども、研究を中心にサ
ステナビリティなことを研究する大学、そこ
には今日ここにおられるチュラロンコーン大
学も入っておられますし、幾つも大学が入っ
ていますけれども、そういう研究ネットワー
クもできている。
ポイントは、それがどうしても単発で、ま
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だつながって有機的に動いていっていないと
いうのが課題で、国連大学におられる先生た
ちも今、一生懸命頑張ろうとしていらっしゃ
るというのがあります。また、そこに大学が
どう絡むかといったときに、実は大学は大学
で今、結構世界にいろいろなネットワークが
できていますよね。アジア・太平洋、特に今
日ここにおられる韓国、インドネシア、タ
イ、ウズベキスタン、この近辺だけでも幾つ
も大学のネットワークやコンソーシアムが実
はあって、その中のトピックに最近、サステ
ナビリティーとか ESD とか、それから特に
ESDで大事なトランスディシプリナリーとか
インターディシプリナリーなどと言われる、
学融合とか学際的な領域の研究や教育がすご
く今、トピックとして取り上げられることが
非常に増えているように思います。たぶん
その動きが ESD につながっていく。同時に、
大学もたぶんそれを意識してそういうトピッ
クを選んでいるのかなという気がします。
実はここが小中高とは違うところで、大学

だからこそできる、学際領域で、例えば環境
にしても気候変動にしても災害の後の取り組
みにしても、とにかくいろいろな分野を融合
して取り組まなくてはいけない、いわゆる新
領域と言われるような領域も、大学が今後研
究や教育活動の中でもっと作っていくことが
できれば、それを ESD の活動につなげてい
く一助になるのかなと個人的には思っていま
す。
それから、お話に出た IAU、International	

Association	of	Universities という、世界大
学連合ですが、パリに本部があって、この前
の 12 月の会合にもそこの事務局長が来て、
大変熱い熱弁をふるっておられました。まさ
におっしゃっていたのが、大学の役割と学際
領域の研究や教育をもっと進めましょうと。

それが研究を支えると同時に、その研究が
いいプログラムを作ればそれが ESD に発展
していくのではないかということで、すごく
それを語っておられたのが印象的でしたし、
IAU はとてもユネスコともタッグを組んで、
すごく強いパートナーシップを持っていらっ
しゃるのも知っていますので、IAU には世界
のいろいろな大学が加盟していますから、そ
このネットワークもまた ESD の活動に生か
していければいいのかなと思います。
たまたま今年、IAU の総会は日本で行われ

ます。秋に東京であるんです。ですからそう
いった時にもこういったテーマがうまくかみ
合うように入れていけるといいのかななんて
勝手に思っておりました。今の動向でお伝え
しました。

モデレーター：ありがとうございました。実は
RCE は鈴木先生が生みの親です。2005 年に
国連 ESD の 10年（DESD）が始まった時に、
鈴木先生が主導して、当時のヒンケル学長と、
RCE、Regional	Centre	of	Expertise	on	ESD
というのを推進されました。私も学校教育分
野から手伝っていました。
このように、大学を中心とした多様なネッ

トワーク等は既存のものとしてあるのだけれ
ども、それがうまく機能していないのではと
いうところも含めて、もう 1回捉え直しが
必要かなとは思っているところです。
本当にあっという間に時間が過ぎましてし

まいました。パネリストの 5名の方にはさ
まざまな知見とアイデアを提案いただきまし
て、本当にありがとうございました。
皆さん、５名の皆様にもう一度大きな拍手

をお願いしたいと思います。（拍手）
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Moderator (Oikawa): Everyone, it’s time to 
start the panel discussion.

Well,	we’ve	 had	 a	 showcase	 and	 six	 re-
ports so far. Based on them, I would like to 
begin a panel discussion with the four people 
who spoke at the showcase and the ambassa-
dor who gave a lecture in the morning. 

As stated in the program, the theme of 
the panel discussion is, “Through sharing the 
diverse ESD practice based on the situations 
and issues of each country, and discussing how 
to promote practical ESD and foster future 

generation, we accelerate international part-
nership and collaboration for ESD promotion.” 

There are three important key points. 
The	first	one	is	about	education	and	capacity	
development aimed for the building of a sus-
tainable society. This will be the base of this 
panel	discussion.	 	What	we	have	 repeatedly	
heard today in everyone’s speeches and pres-
entations as important elements for that 
point are partnerships, collaboration, and 
networks. Of course, there are internation-
al networks that go beyond countries, and 

Focus of Discussion
• Role of Education (ESD) on Conserving Rich Nature, History and Culture as well as 

Tackling Issues of Environmental, Economic and Social Aspects in each Countries.
• Future Promotion and Collaboration on ESD beyond National Boundaries.
• Fostering and Involving next Generation for Further ESD Promotion

Moderator
 Dr. Yukihiko OIKAWA  Deputy Director, Center for ESD and SDGs at NUE 

Panelists 
 Dr. Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
	 	 	 	 	 			　　	of	the	Republic	of	Uzbekistan	to	Japan
 Dr. Athapol Anunthavorasakul Assistant Professor, Chulalongkorn University in Thailand
 Dr. Muzailin AFFAN Director, International Office, Syiah Kuala University in Indonesia
 Dr. Hyuncheol KIM President, National Youth Policy Institute in Korea
 Dr. Miki SUGIMURA Professor, Sophia University in Japan

Panel Discission
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interdisciplinary networks that go beyond 
individual	sectors	or	academic	fields.	So,	the	
second important key point is our various 
connections.  As we had a powerful presenta-
tion on youth participation at the end of the 
showcase,	 the	 final	 important	 key	 point	 is	
youth participation. I think what this means 
for us is how we should involve the youth. I 
would like to proceed with this panel discus-
sion with these key points.

First of all, as we invited one person 
from each country, each of whom has cur-
rently been working to build a sustainable 
society	in	a	different	field	of	study	from	each	
other, or to put it in another way, I would 
like you to discuss what your major issue is 
for	that	purpose,	the	most	significant	issue	
in your country. On the other hand, I believe 
your country would have some strengths or 
advantages for that purpose.

In order to understand the situation in 
each country and to share them with every-
one, I would like each of you to talk about one 
of them. I believe that by doing so, we will 
be able to see the current situation of each 
country and other important things.

Well,	 Ambassador	 ABDURAKHMONOV,	
how about Uzbekistan? Please talk about its 
challenges and advantages.

ABDURAKHMONOV: Of course, as I said 
today, a lot is being done in Uzbekistan to-
wards achieving the SDGs. Also, we listened 
to various presentations today. In particular, 
I learned that there are various initiatives 
for	 young	 people’s	 efforts	 for	 SDGs.	 These	
initiatives were especially aimed at disasters 
and DRR.

I think these are some of the major chal-
lenges we are facing in Uzbekistan. There is 
Aral Sea on the west side of Uzbekistan. The 
country has a big salt lake, but it is getting 
smaller.	Since	1960,	The	Aral	Sea	has	disap-
peared,	 leaving	10%	of	 the	 lake.	 It	 has	be-

come more susceptible to the impact of dis-
asters. Not only Uzbekistan, but neighboring 
countries such as Kazakhstan and Turkmeni-
stan	have	also	been	affected.

In that sense, young people in these re-
gions are faced with major challenges. Espe-
cially drinking water. This is happening in the 
western part of the country though. I believe 
it may also have an impact on central Asia. 
So, I think this is a challenge for our people.

In terms of strengths, Uzbekistan has 
long been playing a central role connecting 
Asia and Europe. It is situated in the middle 
of the Silk Road. It has been playing a cen-
tral role along the Silk Road, which runs from 
west to east. 

Young people in Uzbekistan can speak at 
least two or three languages. I believe that is 
one of our strengths. That’s why we can involve 
the entire world. At the same time, I believe we 
have the ability to properly understand cultur-
al	differences.	Unlike	other	countries,	we	have	
the power to peacefully bring the country to-
gether and involve other countries.

Moderator: Thank you very much. Uzbeki-
stan people can speak at least two or three 
languages?		What	languages	are	spoken?

ABDURAKHMONOV: Uzbek is our main lan-
guage, but I think everyone can also speak 
Tajik	and	Russian	naturally.	Also,	about	70%	
of our young people can currently speak Eng-
lish.

Moderator: Amazing! That’s diversity. This 
is something you never know until you hear, 
so I was listening to him thinking that it was 
amazing.

Next, how about Thailand?

ANUNTHAVORASAKUL: I would like to share 
two aspects regarding GCED and ESD.

I talked about GCED, which is still new as 



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

179

a curriculum. I mean that it is supplementa-
ry in the sense of a curriculum and has been 
added	recently.	And	it	is	something	that	fits	
well and is connected to students’ daily ac-
tivities.	We	have	promoted	GCED,	for	which	
we’re receiving very good feedback. The 
feedback says they learned new topics, which 
is very good. So, students are saying that it’s 
more interesting than reading a textbook.

And I believe that it has been success-
fully integrated into the existing curriculum. 
I wonder if GCED would have led to the de-
velopment of more social and emotional abil-
ities. So, I think it’s having an impact on the 
development of human nature, or humanity.

An atmosphere where teachers are more 
cooperative with each other is being gener-
ated. I believe when students have problems, 
thanks to the GCED curriculum, schools can 
empower teachers more, which has led to the 
development of new activities at school. So, 
this should be a very important point.

We’ve	done	a	lot	of	work	at	high	schools	
in impoverished areas, and we’ve received 
very positive feedback. Of course, there are 
various discussions, but the facilitators are 
also looking back on the activities and con-
sidering further development of discussions, 
with the aim of further improving the quali-
ty of education for young people. So, I think 
GCED provides good opportunities.

Moderator: Global Citizenship Education, 
which is translated as “Chikyu Shimin Kyoi-
ku” in Japan, has become very popular and is 
having	positive	effects	in	Thailand.

To the contrary, Dr. Athapol, do you have 
any issues or challenges in achieving Sus-
tainable Development or SDGs? In the case 
of Uzbekistan earlier, the lake is drying up 
rapidly, which I believe is a problem related 
to drinking water and climate change. How 
about Thailand? Do you have any problems 
such as social unsustainability or concerns 
for such problems? I think ESD requires edu-
cation that can respond to such problems or 
concerns. Do you have anything to say?

Do you have any challenges in achieving 
the SDGs? In other words, what are Thailand’s 
challenges in creating a sustainable society? 
What	kind	of	issues	are	there	in	Thai	socie-
ty and the country of Thailand? For example, 
are there any challenges in such aspects as 
the environment, economy, and culture?

ANUNTHAVORASAKUL: Challenges, right? 
First, the challenge to making ESD and GCED 
mainstream education is continued support 
from the government. Although very good 
flows	 and	 habits	 have	 been	 created	 at	 the	
school level, the government I believe still 
has many issues to solve. Especially over the 
past	10	years,	we	have	been	 in	a	very	diffi-
cult situation. This is because the Minister 
in charge of education has changed every 
two years, and I think that even if we tried 
to provide long-term support to scale up our 
education, we wouldn’t be able to provide it. 
So, we are cooperating with organizations, 
for	example,	under	five-year	contracts.	I	be-
lieve long-term support is essential if we are 
to scale up our education nationwide.

Moderator: I would like to delve into the 
issues in terms of the promotion of ESD in 
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more detail later.
Dr. Muzailin, in your case, you mentioned 

earlier that natural hazards and disasters are 
very	significant	elements	in	the	context	of	dis-
aster risk reduction and mitigation, but other 
than that, are there any issues, or conversely 
any great strengths that Indonesia has?

AFFAN: First of all, regarding Indonesia’s 
challenges and strengths, especially regard-
ing the SDGs in general, it is a large coun-
try with the fourth largest population in the 
world, which is also a problem. It is a country 
with a large number of islands.

The other challenge is environmental 
degradation. This is also a major issue. First, 
forests have decreased, and soil is degrading. 
In big cities like Jakarta, the problem of pol-
lution, such as air pollution, has become more 
serious. In areas with economic development, 
industrial activities have of course become 
popular, which has led to pollution.

As I mentioned in my presentation, oth-
er challenges include natural disasters such 
as earthquakes, tsunamis, and volcanic ac-
tivities since our country is located on the 
volcanic	belt	of	the	Pacific	Rim.	The	fact	 is	
that this also poses a challenge for sustaina-
ble development. Then, there are challenges, 
such as climate change and access to infra-
structure.	We	have	yet	to	be	as	accessible	as	
Japan. Indonesia is still a developing coun-
try	that	is	finally	becoming	a	middle-income	
country now. Therefore, our issues also in-
clude the fact that accessibility is not as ad-
vanced as in developed countries.

However, we in Indonesia also have 
strengths.	The	first	one	is	that	we	have	a	large	
population in the country. Another strength 
is that the country has achieved extremely 
high economic growth. Our strengths also 
include the fact that it is a country blessed 
with rich natural resources. I believe this will 
also have a huge positive impact on the sus-

tainability of our future society.
Also, all of you may know, Indonesia is a 

country rich in cultural diversity. From Aceh 
to Papua, when we look at languages alone, 
over	100	languages	are	spoken.	In	that	sense,	
I believe the fact that each area has its own 
unique culture is a great strength in Indone-
sia’s sustainable development.

Also, the location of Indonesia is very 
strategic. In other words, the country is lo-
cated on the belt stretching over the south-
ern and northern hemispheres, exactly on the 
equator.	We	believe	that	our	country	 is	 in	a	
very strategic location, for example, in trade.

I think these are the challenges that In-
donesia faces and its strengths.

Moderator: Thank you very much. I’ve gained 
a good understanding of the country’s chal-
lenges	 and	 strengths.	 As	 expected,	 differ-
ent	 countries	 have	 different	 challenges	 and	
strengths, so even if we use the word ESD or 
education in a general sense, the direction and 
purpose of promoting it will naturally change. 
As we live in a small island nation, we tend to 
forget that. Today, we are discussing in an 
international symposium, so on the premise 
that	 we	 naturally	 have	 different	 challenges	
and strengths, how we should look into com-
monalities from here should be important.

Then, how about Korea, Dr. Kim? Please 
explain about your country’s strengths and 
challenges. 

KIM: First, I would like to talk about weak-
nesses. I think our country has many weak-
nesses, but among various issues that pose 
challenges in South Korea, the largest one is 
the population problem. The population prob-
lem also leads to the disappearance of regions, 
and I think this is not just the disappearance 
of regions or population, but ultimately re-
sults in a lack of diversity. The population is 
concentrated	in	the	metropolitan	area.	We	can	
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see this phenomenon also in Japan, but ours is 
far more serious than Japan. As you may know, 
the	total	birth	rate	is	0.78.	Probably,	statistics	
for last year have not yet been released, so it 
may	have	dropped	to	0.6.	The	concentration	of	
population in the metropolitan area is not just 
a matter of population migration, but it also 
creates an expensive society. I believe this type 
of phenomenon should lead to becoming a soci-
ety with a negative impact on the environment, 
so it is connected to various social problems 
related to environmental education as well as 
climate	 issues.	With	this	weakness...Although	
South Korea is now taking steps to become a 
diverse society, the biggest problem is that 
these steps must be advanced even further.

I believe this leads to our entrance exam-
ination issue, which is still a problem. I think 
there are various reasons behind the fact as 
I mentioned earlier that children don’t take 
action as they get older when it comes to 
taking entrance exams, but I believe the en-
trance exam issue might also lie in the rea-
sons of children not taking actions.

The reason that people often don’t hear 
about not only ESD but also various other as-
pects of education is that the most impor-
tant thing is the entrance exam issue, and 
I believe that the entrance exam issue is an 
obstacle or barrier in taking steps towards a 
diverse society after all. I think the most im-
portant thing right now is how to overcome 
these weaknesses.

The country has many strengths, but I 
have proposed, in policies for children and the 
youth and in the policies of education, many 
opportunities for children to speak out even 
in	the	face	of	suffering.	As	a	result,	children,	
while having a hard time with various things 
such as entrance exams, have more opportuni-
ties to speak out, which I think is a strength.

I believe that in order to create a sus-
tainable society, we need to listen to the 
voices of children. Because they are the most 

radical group. Unless we are radical, I don’t 
think we will be able to achieve our goal of 
carbon	neutrality	by	2050.

Moderator: Thank you very much. Just lis-
tening to it now, it’s completely opposite 
from Indonesia’s case. On one side, the popu-
lation is increasing, and on the other, it is de-
creasing. Japan also has a very similar case to 
that of South Korea, and it can be said that 
we still have the entrance examination race 
problem in Japan as well. In the case of South 
Korea, however, we often see videos of stu-
dents going to take entrance exams being led 
by police cars broadcasted. I have heard that 
they still have quite extreme competition.

Well	then,	Professor	Sugimura.	you	have	
been involved in ESD for a long time, and 
your specialty is international education, so 
I believe you have been looking at the situa-
tion while going back and forth between the 
inside and outside of Japan. Based on your 
experiences, what do you think about the 
current situation, challenges, and strengths 
in working toward the SDGs and ESD, and to-
ward creating a sustainable society? How do 
you feel about them?

Sugimura: First, I will talk about a weakness, 
or a challenge. As Dr. Kim from South Korea 
just mentioned, how should we think about 
social diversity while the population contin-
ues to decline? Of course, there are various 
perspectives on this, such as how to acquire 
talented human resources for economic devel-
opment and how to maintain competition, but 
on the other hand, as is often said in social di-
versity and the SDGs, I believe that the issue 
of how to create an inclusive society without 
leaving anyone behind is a challenge that is 
directly connected to ESD. As I was listening 
to Dr. Kim, I realized that the way Japanese 
education is trying to deal with this challenge 
is exactly the same as in South Korea.
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Also, this is what I shared when I went 
to various schools, and when I had conversa-
tion with teachers earlier today at this ven-
ue during the break, and also Mr. Kim has just 
mentioned about entrance exam problem. The 
so-called traditional way of evaluation in ed-
ucation, or the old-fashioned ideal ways of 
studying and learning, such as the acquisition 
of what is commonly referred to as academic 
ability,	or	to	be	more	specific,	the	acquisition	
of skills and knowledge required in the compe-
tition	for	higher	education	are	greatly	differ-
ent from the learning that ESD is pursuing in 
quality. So, I believe that how teachers in the 
actual education sites, those who make poli-
cies, and even we, researchers at universities 
should face this issue is a really big challenge.

When	 I	 ask	 teachers	 in	 various	 schools,	
they say that they understand the importance 
and merits of ESD and it should be done, but for 
the time being, they wonder how they should 
deal with tomorrow’s academic achievement 
test together with their students, and how 
they should create test questions. So, it is 
difficult	for	teachers	in	the	actual	education	
sites	to	figure	out	how	they	incorporate	ESD	
elements	into	a	somewhat	fixed	curriculum	in	
their limited time. Of course, there are cur-
rently a lot of talks about the need to reform 
teachers’ work style. However, I think the 
question is how to achieve this under such 

complicated conditions.
I don’t think this issue is unique to Japan, 

and I would like you to think about today’s 
discussion later, I think that the question of 
how to evaluate the results of ESD will be 
an important point in thinking about a very 
qualitative educational reform. Therefore, I 
think it is a very important point to consider 
how the various ESD practices currently be-
ing carried out in Japan are evaluated.

From	a	slightly	different	perspective,	this	
is what I think about the current situation in 
Japan, but as mentioned many times today, 
there	are	currently	over	1,000	UNESCO	Asso-
ciated Schools in Japan, and as I mentioned in 
my presentation, there are many schools that 
are steadily implementing good practices, even 
if they are not registered with UNESCO Asso-
ciated Schools. I really wish that they could 
have that kind of experience, as well as more 
horizontal collaboration, not just limited to 
regarding the teaching method and the learn-
ing method. Because there are so many schools 
where teachers are engaging in good practices, 
I believe it would be even better if they had the 
opportunity to have that kind of interaction. 

In that sense, of course, the UNESCO As-
sociated Schools National Conference is held 
grandly in Japan once a year, and as mentioned 
earlier, there are the national network of 
UNESCO Associated Schools and ASPUnivNet, 
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a network of universities that support it, 
for which Professor Oikawa, Nara University 
of Education will be serving as the steering 
committee as secretary general from next 
year.	We	 already	 have	 a	mechanism	 in	 place	
supported by a university where everyone 
makes	efforts	together	as	one,	but	the	point	
is	to	figure	out	how	to	make	it	work.

I have one more thing, and this was ac-
tually a topic often discussed in meetings of 
the Japanese National Commission for UNES-
CO (JNCU) when I was working for it before. 
It was about how we could communicate and 
share this kind of Japan’s experience over-
seas, and many of the committee members 
expressed their opinions about it. 

To the contrary, as is the case today, 
I think it would be even better if we could 
absorb good experiences from overseas and 
combine them with Japan’s experiences to 
create new programs and teaching materials.

Today, professors and other guests from 
Indonesia, Thailand, South Korea, and Uzbek-
istan gave presentations, and when I spoke 
to them earlier at lunch, I learned that they 
all had the experience of studying or work-
ing in Japan. That’s why they are so good at 
speaking in Japanese. Today, I realized that 
they are building various types of education 
while connecting with Japan, and I once again 
reaffirm	my	 thought	 that	 it	would	 be	 great	

if there were more opportunities like this. 
These are challenges.

On the other hand, as I have already talked 
about some of Japan’s strengths, why Japan 
has so many UNESCO Associated Schools is 
something that I would like to proudly share 
with the world. This is because, as you may 
know, when the United Nations Decade on 
ESD	began	 in	 2005,	 there	were	16	UNESCO	
Associated	 Schools	 in	 Japan.	 By	 2014,	 the	
number of schools had rapidly increased to 
over	1,000,	and	when	it	became	a	part	of	the	
Global Action Program (GAP), even more peo-
ple raised their hands for participation.

Actually, this is something that every-
one at JNUC has been thinking about for 
a long time, but even if they raised their 
hands,	 it	was	difficult	 to	become	a	UNESCO	
Associated School. Even so, there were many 
schools that were waiting until they became 
a UNESCO Associated School. Currently, we 
have systems for Candidate Schools newly 
established by the MEXT and the JNCU. Fur-
thermore, the situation has become more vi-
brant with the addition of a new step with 
which,	when	a	school	raises	its	hand,	it	first	
becomes a candidate school, and when it re-
ceives	further	certification,	it	 is	allowed	to	
become a UNESCO Associated School.

When	I	was	wondering	why	we	were	able	
to have such a momentum, I realized that, con-
trary to what I said at the beginning, there 
were many schools with teachers who were re-
ally concerned about how they could help Jap-
anese schools or children learn, knowing that 
it	was	a	difficult	way,	and	raised	their	hands.	
The power of teachers who support the power 
of practice, and although it is not a whole com-
munity approach, but the fact that there are 
many communities where local residents are 
very cooperative contributed to the creation 
of the momentum of thinking together.

I believe that political measures have also 
supported this momentum. In fact, this is what 
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the Director-General said at the beginning to-
day, as well as Ms. Morohashi from UNESCO, as 
part	of	the	overall	flow.	The	fostering	creator	
for sustainable society is clearly stated, in the 
preamble and the general rules of the Nation-
al	Curriculum	Guidelines	in	Japan,	and	the	4th	
Basic Plan for the Promotion of Education that 
was released last year has two pillars: one is 
“well-being” and the other is “sustainability.” 
Therefore, if we support these things, they 
will	also	be	reflected	in	the	measures	of	the	lo-
cal boards of education in each prefecture, and 
with	the	support	from	a	bottom-up	flow	rath-
er than top-down and from political measures, 
the power of the education sites to move the 
situation	forward	through	their	effort	both	in	
their daily tasks and to incorporate ESD ele-
ments	into	their	tasks	led	to	over	1,000	UN-
ESCO Associated Schools, and to the power of 
schools to think that they should give it a try 
even if it involves their teachers’ strenuous ef-
fort.

In conclusion, I would like to say one 
more	 thing.	Although	we	have	1,000	UNES-
CO Associated Schools, it is often pointed 
out to us that their locations are quite un-
even in Japan. As mentioned by the super-
intendent of education of Ehime Prefecture 
earlier here, some cities, such as Kesennuma 
and	Omuta,	have	made	a	city-wide	effort	to	
have UNESCO Associated Schools, and some 
have	not,	so	there	are	still	differences	in	de-
grees of commitment to UNESCO Associated 
Schools. I think this is a point that Japan still 
has to work hard in the future.

I talked a bit long, but that is my com-
prehensive impression.

Moderator:Thank you very much. She has 
been involved in ESD for a long time, and her 
passion has been conveyed to us. 

The shift in the view of academic ability, 
or rather the transformation in the quality 
of academic ability, and the spread of ESD 

have actually come together in tandem, but 
the question is whether these two wheels 
are	properly	connected.	It	is	quite	difficult	to	
handle both in a regular school or in a local 
government. I believe that schools that are 
designated as UNESCO Associated Schools 
through	community-wide	effort	have	recog-
nized most of such circumstances. As a pro-
moter, I actually wonder if we have not made 
enough	efforts	yet	in	that	sense.

If we don’t continue to make further ef-
fort in the future, and as the purpose of that 
part varies, the approach towards that part 
deviates, and the carriage of ESD won’t run 
well, so I would like to make sure that we will 
do that properly.

Another thing is that the number of UN-
ESCO	 Associated	 Schools	 exceeded	 1,000,	
which is amazing just to see the result, but 
I have known the situation since the days 
when there were only about a dozen UNESCO 
Associated Schools. So, I think the MEXT and 
those currently working on this promotion 
should	 reflect	once	again	on	how	 important	
that process is. The crucial point is why we 
were able to increase the number of UNESCO 
Associated	Schools	to	1,000.

There	are	two	things	to	this	effect.	One	
is, of course, that Mr. Saito or the Direc-
tor-General has been taking the leadership, 
for which if I use the word top-down, but we 
have been promoting various measures, such 
as reforming the national curriculum guide-
lines, etc. From my point of view, the curric-
ulum guidelines have a lot of parts to follow 
up to ESD promotion.

In	fact,	since	around	2005	when	the	Unit-
ed Nations Decade on ESD began, I have be-
lieved that the true characteristics of Japan’s 
ESD	lie	in	bottom-up	efforts.	In	other	words,	
we have all-stars from Omuta City, Kesennuma 
City, Kanazawa City, and Niihama City here to-
day, so we have people from each key region in 
our	ESD	effort,	and	I	can	feel	their	strong	pas-
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sions in Japanese educational settings that 
they have to do something for their cities and 
that the sustainability of their cities depends 
on children and on education.

Based on this, the results of the accu-
mulated	whole-city	efforts	and	whole-school	
efforts	 to	 promote	 ESD	 led	 to	 the	 number	
of UNESCO Associated Schools exceeding 
1,000.	That’s	why	 I	believe	that	1,000	UN-
ESCO Associated Schools could be achieved 
only through the two wheels of bottom-up 
and top-down approaches.

In fact, UNESCO Associated Schools in 
Japan actually began in each region in a rural 
area, not in the center of the central part of 
the city. Of course, we have some of them in 
the central part of cities, such as Tama City. 
In that sense, I think it’s important that 
their strong passions and enthusiasms were 
at the root of why they became nationwide.

Well,	I	actually	wanted	to	ask	you	about	
things like how to develop human resources 
to overcome challenges based on the infor-
mation of the challenges of each country, 
how to provide education that makes those 
strengths even stronger, but I would like to 
ask them linking with my next question.

Next, since we have people who gath-
ered here from all over the world, we were 
able to have an opportunity to listen to talks 
about various networks and partnerships in 
presentations. In addition to their examples, 
I would like all of you, our panelists, to talk 
about your ideas that may be possible in the 
future, whether it’s through this symposium 
or something else.

Especially for me, since I am based in 
Nara, I wonder what kind of educational col-
laboration we can do with, for example, stu-
dents and children in Nara, or more specif-
ically, children in Japan, and not limited to 
children but with teachers. I would love to 
hear your suggestions or proposals for this 

and I think it would be even better if I could 
make them come true based on your ideas. I 
hope to put the proposal into a feasible form 
in some way, so I would like you to give some 
ideas and hints for me.

 Ambassador, what do you think?

ABDURAKHMONOV:It’s	difficult	to	find	how	
to start. Of course, education is a very im-
portant part of achieving the SDGs and for 
the government of Uzbekistan, and we are 
currently working hard on it.

However, my comment is, as you men-
tioned, what can we do from now on? Today, 
we all gathered here to discuss regional part-
nerships, such as what Uzbekistan and Japan 
can	do	through	their	joint	effort.

From my point of view, Samarkand, a world 
heritage site in Uzbekistan, has built a very 
good relationship with its sister city Nara. The 
very good relationship is at the level of the 
Samarkand region and Nara Prefecture. Two 
weeks ago, both parties had an agreement to 
invite students from Nara to Samarkand, Uz-
bekistan and to local universities during their 
stay for one week or two weeks. They started 
talking about promoting exchanges between 
students from Nara University of Education 
and local universities. Therefore, students who 
come to Uzbekistan from Nara can, for exam-
ple, have discussions about the future and co-
operation, and exchange opinions.

We	are	 also	working	 on	 a	 plan	 for	 high	
school students to come to Uzbekistan on 
their school trips. Starting from this year, 
we would like to continue this initiative in 
the future. Promoting students’ exchanges in 
this way, and realizing high school students’ 
interactions, we hope that they will come 
into contact with various cultures.

I would also like high school students 
from Uzbekistan to come to Nara, Japan, and 
see, experience, and learn various things. 
Also, I think it would be a great experience 
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for Japanese students to come to Uzbek-
istan, especially to see Samarkand and its 
world heritage sites.

Moderator: I think it’s an attractive propos-
al. Thank you very much. Samarkand is said 
to be the crossroads of the Silk Road, and 
because Nara is the last station on the Silk 
Road, we hope that, not limited to cultural 
exchanges, incorporating such ancient his-
tory, exchanges that also cover educational 
and future-oriented exchanges will provide 
great opportunities for students. This is not 
only true for Uzbekistan and Nara, but also 
for relationships with other countries whose 
representatives are here on stage through 
various themes. 

How about Thailand? Thailand is also a 
country with a long history, but what kind of 
partnership can we consider for the future?

ANUNTHAVORASAKUL: I’m sorry. I misun-
derstood	your	first	question.

Regarding ESD, I believe that in Thailand 
it is a great opportunity for teachers to be 
involved in their schools’ ESD-related curric-
ulum. In accordance with the ESD program, 
even a school for children in low-income 
households	 is,	 for	 example,	 offering	 online	
programs for which it has collaborated with 
schools in Hiroshima.  Students in the School 
and in schools in Hiroshima are connected in 
the hope that they will learn English more 
from each other. They are sharing each oth-
er’s stories and Thai culture online.

I think such exchange programs are a 
wonderful way to connect people. This applies 
not only to students, but also to connections 
among faculty members. There are exchange 
programs with foreign schools, such as Japan, 
South Korea, and Indonesia, which are very 
empowering for teachers. Creating a higher 
quality teaching plan or even teaching the 

same topic in another country can be a great 
opportunity. I think it is very important to 
create a network of teachers in this way.

For example, in southern Thailand, there 
are communities with Malaysian culture. 
Therefore,	 very	 meaningful	 efforts	 are	 be-
ing made even in the sense of incorporating 
GCED	from	an	Islamic	perspective.　

Another important place for GCED and 
ESD	is,	for	example,	an	area	near	Laos	in	the	
northeastern region, where there are many 
cultural	 similarities	 of	 Thailand	 and	 Laos.	
Therefore,	first	of	all,	we	engage	in	various	
activities in the community, such as shar-
ing	academic	affairs	plans.	 I	heard	that	one	
school sent its students across the Mekong 
River	to	Laos	for	exchange	activities.	I	heard	
that having been from Thailand to a region 
in	 Laos,	 which	 is	 a	 very	 poor	 region	 with	
problems with the ecosystem, students had 
an opportunity to discuss issues such as re-
al-world inequality. I think these activities 
are also very important.

I think the other important point is col-
laborative research among educators and 
teachers across countries. For example, 
when it comes to ESD, there are various top-
ics such as peace and education and themes 
that are easily accepted by young people, so 
I believe that through ESD they can work on 
topics that young people are also interested 
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in. That’s all that comes to mind when I hear 
your question.

Moderator: Thank you very much. The big-
gest challenge in exchanges through ESD 
teacher education, or teacher training, In 
Japan, UNESCO Associated Schools is that 
mutual exchanges and networks among UNE-
SCO Associated Schools, especially networks 
with schools in overseas countries, are slow 
to progress, as clearly evidenced by surveys 
and from the actual situation. So, in that 
sense, I thought that as just he mentioned 
by him, exchanges can be done online or face-
to-face, and if initiatives like that progress 
greatly, both children and teachers will have 
a very dynamic perspective, which would in 
turn lead to initiatives themselves becoming 
global. Thank you very much.

Dr. Muzailin, what do you think?

AFFAN: Thank	you.	When	 it	comes	to	part-
nerships and collaboration, I think outputs 
and outcomes are necessary. I believe it is 
important to produce these kinds of outputs 
through symposiums like this. For example, 
right	 now,	 people	 from	 five	 countries	 are	
gathered together. So, why not start some-
thing	 with	 these	 5	 countries?	 How	 about	
doing a partnership program? Because we 
have people from UNESCO as well. I think it 
would also be good to further strengthen the 
strengths of other countries.

As people who have already been work-
ing on partnerships are gathered here now, 
I think there is a way to work together to 
solve problems. Of course, it is possible to 
solve problems individually, but I still believe 
that collaboration is important. So, why not 
use this symposium as an opportunity to 
start	 something?	Why	 not	 discuss	whether	
there is any action we can take?

Moderator: I was listening to him, thinking 

that he is so right.
The reason why I asked this question is 

that I believe at my core that neither ESD nor 
SDGs can be achieved by just one country. 
In particular, with so-called global issues, 
climate	 change,	 and	 various	 conflicts,	we’re	
here	from	five	countries	to	think	about	how	
we can collaborate across countries in times 
like these, so I’d like to spend a little more 
time	from	now	until	the	final	closing	session	
to think about what we can do together. 

Dr. Hyuncheol, what do you think?

KIM:The more cooperation, the better. How-
ever, I don’t think it will be sustainable if we 
have to carry a heavy load. I think it’s better 
for us to take it easy. Thanks to the digital 
transformation during the coronavirus pan-
demic, we have found a way to easily meet 
people, so I think it would be better to make 
it really easy and to casually see each other.

However, as with the cases of other worlds 
in Asia, it is easier for people in English-speak-
ing regions such as Europe and America to net-
work. Things with Asian countries are quite 
difficult	due	to	 language	 issues.	 It	 is	difficult	
for adults to overcome the language barrier. 
But	it	is	not	so	difficult	for	children.	Even	chil-
dren who can’t speak the language manage to 
communicate. A few years ago, when we did a 
event, the children also helped each other. So, I 
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wonder why not create as many opportunities 
for them to meet other children as possible 
without worrying? This means that we can be 
involved and do it together.

Moderator: So, it should be a movement led 
by children. It’s like putting children in the 
lead and adults following behind.

In particular, since you gave a presentation 
on youth earlier, I would like to talk about the 
range to which you regard people as “youths.” 
In Japan, we recognize the generation older 
than that recognized by other countries as 
“youths,” but I would rather think that how 
far the younger generation should be recog-
nized as youths is more important.

　I	think	it	is	OK	to	recognize	junior	high	
school students as youths when observing the 
performances of various children these days. 
This was especially true after the earthquake. 
Junior high school students were the most re-
liable and worked the hardest to contribute 
to society and to disaster victims. This phe-
nomenon is happening now in Noto as well.

I would like to expand on this topic re-
lated to students and young people further 
to the closing session, but I believe that it 
is very important to value these points and 
create collaborations among countries. Thank 
you very much.

Dr. Sugimura, what do you think?

Sugimura: To continue what has been men-
tioned just now, I would like to introduce one 
good example. In the example of Ina Gakuen, 
which I introduced earlier in my presentation, 
the exchange partners are South Korean stu-
dents. In that case, they wanted to commu-
nicate in English, but they are both learning 
English and are not native speakers.

Actually, Mrs. Matsukura who is a teach-
er from the English department asked me, 
“How do you think the children interacted 
with each other?” Nowadays, they are creat-

ing networks of communication through so-
cial media and email, and the answer to his 
question was that apart from whether it’s a 
good idea or not, junior high school students 
are increasing the number of their communi-
cation channels through small ideas such as 
using AI’s automatic translation to ask ques-
tions	 such	 as	 “How	 are	 you?”	 or	 “What	 are	
you eating?  Although that may not be the 
only example that should be recommended, 
I feel that there is great potential in young 
people’s ideas and power, just as Dr. Kim 
stated, to help create collaboration.

In that sense, I think it is very important 
to create opportunities for online initiatives 
as Dr. Athapol mentioned earlier. If everyone 
can feel that it is good to communicate or be 
connected with someone even once and learn 
what people in their exchange partner’s 
country are thinking, it will lead to the next 
step. As it will be costly and require great la-
bor to spend time and money for travel to ac-
tually meet someone, in that sense, I believe 
it would be a good idea to take advantage of 
the current situation of everyone being on-
line in various forms, which I think is a posi-
tive	side	effect	of	the	coronavirus	pandemic.

Currently, at the university level, we are 
actually working on Collaborative Online In-
ternational	 Learning,	 which	 we	 call	 “COIL.”	
This is not just about communicating or dis-
tributing teaching materials like MOOC (Mas-
sive Open Online Courses), which was used in 
the past, but it also covers discussions and 
debates held by connecting classrooms online, 
or is used for online and on-time discussion 
part alone for students who read learning ma-
terials beforehand. Actually, many universi-
ties are currently taking this online approach.

With	 this	 approach,	 for	 example,	 stu-
dents at my university under the guidance 
of a professor from the international health 
nursing department can be connected to stu-
dents in Mongolia and the United States to 
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have discussions among the three countries, 
or Japanese students can communicate with 
African	students	beyond	the	time	difference,	
which is possible because their schedule can 
be adjusted. So, if you can use this, it would 
be great because students can acquire a lot 
of	different	perspectives.

There are some important points in tak-
ing this approach. One is that any practice re-
quires a key person. The key person could be a 
teacher, a facilitator, or a motivated student. 
Earlier today, Mr. Nawashiro gave a very good 
presentation on UNESCO clubs. He just called 
for us to connect with each other, and having 
a key person like him is extremely important.

But there’s one more important point. 
It’s sustainability. How to create a system 
where after connecting with someone and 
saying, “see you again,” and actually connect 
with the person again is really important. Al-
though this is what I somehow feel based on 
my inexpert experience, what gives us power 
is the fact that we have a common interest. 
This is what the panelists here also men-
tioned earlier in their presentations today.

In other words, with this topic we can 
discuss a lot, and panelists with common in-
terest	 can	 create	 an	 opportunity	 first,	 and	
start	to	work	on	it.	If	we	are	given	a	specific	
topic and try to discuss in line with it, it’s 
inevitable that we push ourselves too hard, 
but if we start a discussion on what we re-
ally want to discuss, I sometimes think that 
the connections between people will create a 
tremendous amount of power.

I think about working on something re-
lated to the topic through online, in which 
we have a common interest with systems and 
themes those can connect us as well as with 
a key person.

Moderator: Lastly,	however,	 I	would	like	to	
point out that not all but some of you have 
just mentioned that youth participation is ex-

tremely important repeatedly. This may be a 
part in which we should play a role of a change 
agent as an advocate in order to change the 
society. Some of our panelists said that the 
youth may be more suitable for and can be 
more active in the position to create and co-
ordinate networks. In addition to what I just 
mentioned, Mr. Kim Hyuncheol emphasized 
earlier that we need to listen to the voices of 
youths	and	children	in	our	effort	to	make	the	
most of the youths and to get them involved. 
If there is any other good idea or a good exam-
ple for youth participation, I would like other 
panelists to talk about it. 

ABDURAKHMONOV: I mentioned it a little 
bit in my presentation today, but in Uzbek-
istan	 we	 regard	 people	 down	 to	 about	 30	
years of age as young people. People in this 
age	range	are	called	youths,	and	60%	of	the	
population	of	36	million	is	the	young	gener-
ation. This is about the young generation up 
to	30	years	of	age.

So, the government is paying a lot of at-
tention to them and trying to get that mes-
sage across. They are working to convey the 
message of the SDGs and make the younger 
generation more aware of the SDGs. To this 
end, we have held various lectures, symposi-
ums,	and	conferences	in	an	effort	to	spread	
the SDGs in various parts of society.
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However, the important point that I 
would like to convey to the young generation 
is that I would like them to be able to deal 
with future problems themselves. Therefore, 
one of the goals of the Uzbek government is 
to raise the awareness of the SDGs among 
the young generation.

Moderator:It’s about how to create a sense 
of mission for future. 

What	do	you	think,	Mr.	Athapol?

ANUNTHAVORASAKUL: I think ESD can be 
a very powerful tool to bring about change. 
For example, when it comes to ESD, I think it 
is an opportunity for learners to participate 
as active advocates.

When	we	gave	an	education	using	ESD	in	
Pattani, we engaged in a project called “In-
clusive City.” It was a four-week activity, and 
the	first	step	was	for	students	to	map	their	
communities. For example, they collect infor-
mation about what kinds of people live in a 
particular town, and in Pattani, for instance, 
they learn about the history of the country, 
but they don’t know much about the history 
of their area, Pattani. Therefore, they actu-
ally went into the area, listened to the voices 
of the local people, and analyzed the results 
ourselves in an attempt to understand what 
kind of issues the community had. So, they 
decided to learn on our own. Using these 
opportunities, for example, they ultimately 
wrote a book or communicated with others.

One more thing that developed was a 
project called “Photo Essay.” In other words, 
students take photos of various places in the 
community, and while taking those photos, 
they listen to the stories of the elderly peo-
ple there, asked them to share various lessons 
that they have learned, and studied those 
lessons. Asking students about what kinds of 
requests they have for their community pre-
sented a great opportunity for the students 

themselves to become more civic-minded.
I believe ESD can be a very powerful tool 

when it comes to making our communities 
better and creating a better future. I think 
it’s great because it’s a student-led project.

Moderator: I was listening to him, hoping 
to expand this kind of activity around the 
world, including Japan.

Dr. Muzailin, are there any activities relat-
ed to disaster risk reducation and mitigation in 
which youths can participate or take the lead?

AFFAN: I think it is very important for 
our future that young people become change 
agents, and to support them is a good oppor-
tunity to achieve our future, putting them in 
the front and support them from behind.

Regarding DRR, as I explained in my pres-
entation, in disaster mitigation and disaster 
avoidance, for example, high school students 
from Indonesia and Japan shared what they 
had learned in their own environments. Then, 
high school students shared what they can 
do for society as high school students.

When	thinking	about	international	coop-
eration, especially starting from junior high 
school level, rather than from elementary 
school level...junior high school or maybe high 
school is the appropriate level for starting 
thinking about it.  For example, if they are 
going to visit each other across the country, 
it may turn out to be necessary that they 
are junior high school students or older. So, I 
think junior high school and high school stu-
dents would be suitable for such activities.

I	talked	about	disaster	mitigation	efforts	
in my presentation, but this is not limited to 
these	efforts.	Also,	I	believe	it	is	important	
to share information and support each other 
through activities such as cultural exchang-
es, and for general environmental issues.

Moderator: Thank you very much. In Mr. 
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Hyuncheol’s presentation, youths were the 
main focus, and I was struck by how he de-
scribed youths as leading various activities 
and	as	being	radical.	What	kind	of	impact	do	
they have on society? This means the impact 
of youth on Korean society. Japan may still 
have a long way to go in that sense.

KIM: I don’t know how much of an impact 
they have. Probably not much, because adults 
have yet been informed.

It can be done in various mechanisms, but 
I think practice is really important, so if I am 
here at this symposium which is held again in 
Nara	 in	the	next	fiscal	year,	 I	will	definitely	
bring children. Reaching out to them, I would 
like to start something like Nara Club, Inter-
national Children’s Club, or Climate Change 
Club.	Let’s	give	it	a	try.	I	will	cooperate.

Moderator: OK. Thank you very much.
I believe that the climate change issue 

requires youth partnership and collaboration.
While	 UNESCO	 has	 created	 the	 Green	 Educa-
tion Partnership, but it is crucial for youths to 
work as a messenger or as someone who shows 
leadership in the ESD and UNESCO activities. 
There	 is	 also	 a	UNESCO	club	at	 the	 affiliated	
junior high school, and some UNESCO clubs at 
schools all over the country. As we have these 
cases and listened to remarks that South Kore-
an and Asian people including Uzbekistan are 
suffering	 from	 climate	 change,	 Mr.	 Nawashi-
ro, how about giving it a little thought about 
partnerships with these countries?

Dr. Sugimura, what do you think?

Sugimura: I really have one phase, which 
is “Going back to basics”. ESD encourages 
youths to take everything as their own prob-
lem, and as I believe that their power when 
they do so, including for the climate change 
issue, is amazing, I think it would be great if 
we could do our best to provide some oppor-

tunity for that and empower them.
There was just one more thing because 

we listened earlier to a remark about what 
we should do to promote international coop-
eration. In the sense of empowering youths, 
perhaps, this is exactly what UNESCO is do-
ing now, a really good meeting named ESD 
Global Net Meeting on connecting ESD global 
network was held, led by Ms. Morohashi and 
her colleagues from the ESD section of UNE-
SCO, who are also here today, at the United 
Nations University in December last year.

At that time, a similar topic was dis-
cussed by people separating to six regions 
around the world, especially here from the 
Asia-Pacific	region	truly	 in	a	heated	atmos-
phere. Therefore, I supposed it would be fun 
for us today communicate the results of this 
meeting here today to the committee there 
in some way, saying that we all discussed this 
in Japan, and that we can bring young people 
with us and do it again.

Moderator: Thank you very much. I would ap-
preciate it if Ms. Morohashi could let us know 
good techniques or method for that purpose, 
if	she	has	any,	as	part	of	her	final	comment.

I	truly	appreciate	your	participation.	We	
received valuable information and ideas from 
all of you. This is not the end, and this is the 
starting point. As Mr. Kim Hyuncheol men-
tioned, I have also been wondering if I could 
bring a few young people from South Korea 
who are working hard to this meeting here as 
well in order to give some inspiration to the 
UNESCO Club in Japan, so I appreciate that he 
presented that suggestion.

I think it is extremely important to link 
this kind of information to concrete practic-
es in the future, so I would like to ask for 
your cooperation.

I would like to have this opportunity to 
take	a	moment	to	listen	to	people	on	the	floor	
because they also have some opinions and 
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questions by reorganizing the time schedule 
slightly.

People	on	the	floor,	what	do	you	think?	If	
you have any questions or comments, includ-
ing one we have discussed ever, please feel 
free to present. Mr. Yasuda, do you have any?

Yasuda: My name is Yasuda, former superin-
tendent of Omuta City Board of Education. 
Today, I would like to express my gratitude 
to everyone at Nara University of Education, 
the president, and Dr. Oikawa as moderator 
who has served as a coordinator for holding 
this international symposium on ESD sup-
ported by wonderful panelists from Japan 
and abroad, and for giving me the opportuni-
ty to learn.  I appreciate it.

We	 have	 just	 received	 lectures	 from	 the	
panelists	about	challenges	and	benefits	of	ESD,	
how to collaborate across countries, and youth 
participation. My question is that teachers 
and youths are listed as targets of the Prior-
ity Action Areas of ESD, but in order for ESD 
to continue its sustainable development, what 
expectations do you have for young teachers 
who are both teachers and youths? I would ap-
preciate it if you could share it with us.

Moderator: As expected of the Superinten-
dent of Education, this is a great question. 
If you are both a youth and a teacher, please 

raise your hand. Oh, we have one. 
Panelists, I would like to ask you. Re-

garding our expectations for young teach-
ers, if any, for teachers in the young gener-
ation. Expectations for them can be either 
as youths or as teachers. As we have only a 
little time left, so if you have something to 
say, please raise your hand.

ANUNTHAVORASAKUL: Thank you for your 
question. In Thailand, there are many young 
teachers in schools. Some teachers are retir-
ing, and new teachers are coming in. The ques-
tion is how can we support such young people?

Also, I believe we need to create more 
places for learning. I think it would be great if 
there were opportunities for not only train-
ing, but also partnerships among schools, 
or collaboration between teachers, within a 
school, or between teachers at local schools.

Therefore, I think it is necessary to cre-
ate a network of teachers in the same area so 
that teachers in that area can talk from the 
same background. That way, it will be easier 
to learn, and as people who understand the 
issues of students in each area will come to-
gether to form a network, I think it will be 
easier for young people to collaborate.

Moderator: I was listening to him, thinking 
that it was very true. I think that ASPnet 
(the UNESCO Associated Schools network) 
is of course centered around students, and 
people also tend to think that way. But to 
look at it from another perspective, it is also 
a network for teachers. I think instead of 
doing ESD or UNESCO Associated Schools on 
a stand-alone basis, by doing them togeth-
er with other teachers, they can share con-
cerns, and good practices, or solidarities and 
support that shows that they are not alone 
and that they are doing this together, so I 
would like them to expand partnerships also 
from that perspective.
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Next, Dr. Muzailin

AFFAN: Thank you. I would like to share a 
case from Indonesia with you. Indonesia is a 
large	Muslim	country.	We	have	two	education	
systems, which are public schools and Islamic 
boarding schools. Teachers at Islamic board-
ing schools are generally young. In any case, 
they are very young. Even some students are 
in a teaching position. So, I think we need to 
create a system that strengthens young peo-
ple. I hope that it would be great if there was 
a situation where even young teachers can 
acquire more knowledge.

Just because they’re a teacher, it doesn’t 
mean you know everything. Therefore, I be-
lieve there is a chance to teach these young 
teachers something, whether they are jun-
ior high or other school students in a teach-
ing position or not. There is a lot to learn in 
education for young people even if they are 
teachers.	We	need	to	support	this	part.	With	
our support, even if they are young, they will 
be able to accumulate knowledge as a teacher.

Moderator: Does anyone have any other 
questions? Mr. Suzuki, do you have any?

Mr.Suzuki : Thank you very much for your 
very valuable talks today. I learned a lot.

I used to work at the United Nations Uni-
versity, and at the start of the Decade of 
ESD, we were discussing whether the roles to 
be played by higher educational institutions, 
such	as	universities,	is	very	significant	in	pro-
moting ESD in collaboration with the United 
Nations University, the Association of Uni-
versities	of	the	World,	and	others.	I	still	be-
lieve this is very important, so I would orig-
inally like to ask all panelists about the role 
that universities should play, but there is not 
much time, so I choose Dr. Sugimura, who gave 
a presentation on university networks.

How should we think about the role that 

universities should play in ESD? There are 
also various university networks around the 
world, In particular, the IAU and the Interna-
tional Association of Universities have been 
promoting	 ESD	 for	 about	 30	 years.	 I	 would	
appreciate it if you could give me your opin-
ion on how we should think about collabora-
tion with such higher education networks in 
the future. 

Moderator: Well	then,	Dr.	Sugimura.

Sugimura:Mr. Suzuki, thank you for your 
important comment. I would like to answer 
briefly	and	to	the	best	of	my	knowledge.

First of all, all the higher education 
teachers are here today, and Nara University 
of Education is one of Japan’s leading ESD-
based institutions of higher education, so I 
would like to emphasize that the role and re-
sponsibility that higher education, especially 
universities,	play	in	ESD	are	very	significant.

About	10	years	ago,	the	United	Nations	
University was originally an institution un-
der the direct control of the United Nations, 
but the United Nations University Institute 
for the Advanced Studies of Sustainability 
that I introduced earlier, was established, 
and then a graduate school was established 
there, which currently accommodates mas-
ter’s and doctoral students. The graduate 
school has several pillars of research, and 
one of them has come to direct particular fo-
cus on ESD education as its central subject, 
which I think since the current director, be-
come the director.

In relation to this, the United Nations 
University has many ESD centers around the 
world called RCEs (Reginal Centres of Ex-
pertise on ESD), which I’m sure Mr. Suzuki is 
well aware of, and there are actually some 
of them around the Kinki region here. I have 
heard that discussions on how to revitalize 
the RCEs have started as part of a research 
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project within the United Nations University.
Also, since it is the United Nations Uni-

versity, it actually has jurisdiction over var-
ious regions around the world, but in fact, a 
research network of universities that focus 
on research and studies on sustainability at 
a graduate school level, called “ProSPER.Net” 
was	 established	 in	 the	 Asia-Pacific	 region,	
universities including Chulalongkorn Univer-
sity, whose representative is here today.

The	significant	point	is	that	the	network	
is non-serial, because it has not yet func-
tioned organically connecting universities, 
so the professors at United Nations Univer-
sity are currently trying to do their best to 
rectify	the	situation.	When	you	think	about	
how universities are involved in this, you may 
realize that there are, in fact, various net-
works established by universities around the 
world. There are actually many university 
networks	and	consortiums	in	the	Asia-Pacific	
region, especially in South Korea, Indonesia, 
Thailand, and Uzbekistan, whose represent-
atives are here today. I get a sense that re-
cently, topics, such as on sustainability, and 
ESD, as well as transdisciplinary and inter-
disciplinary, which are especially important 
topics in ESD, and research and education, are 
increasingly being taken up in such networks 
and consortiums these days. Perhaps these 
trends will lead to ESD. At the same time, I 
have a feeling that universities are probably 
conscious of this when choosing such topics.

In	fact,	this	is	a	part	different	from	what	
elementary, junior high, and high schools can 
do. Personally, I think that if universities 
can	 create	 more	 so-called	 new	 fields,	 for	
which whether it is the environment, climate 
change,	 or	 post-disaster	 efforts,	 for	 exam-
ple, we have to work on it by fusing various 
fields,	 in	their	 research	and	educational	ac-
tivities	in	the	interdisciplinary	field	in	which	
only universities can be involved, it will help 
connect them to ESD activities.

Also, the IAU, the International Associ-
ation of Universities, which you mentioned 
earlier, has its headquarters in Paris, and 
its secretary general was there at the meet-
ing last December. He gave a very passion-
ate	speech.	What	he	was	saying	was	that	we	
should further advance the role of universi-
ties and research and education in the inter-
disciplinary	 fields.	 He	 also	 said	 that	 at	 the	
same	time	that	our	effort	supports	research,	
if that research creates a good program, it 
will be developed into ESD, which was very 
impressive. As I have learned that the IAU has 
a very strong partnership with UNESCO, and 
it has member universities from all over the 
world. It would be great we can utilize that 
network in our ESD activities as well.

The IAU General Assembly will happen to 
be held in Japan this year. It’s in autumn in 
Tokyo. So, I thought it would be good on such 
an occasion to include these themes in a way 
that they can mesh well with the agenda. I 
would like to let you know about the current 
trend.

Moderator: Thank you very much. In fact, 
Mr.	 Suzuki	 is	 the	 creator	 of	 RCE.	When	 the	
United Nations Decade of Education for Sus-
tainable Development (UNDESD) began in 
2005,	 Mr.	 Suzuki	 took	 the	 lead	 in	 promot-
ing the RCE, Regional Center of Expertise on 
ESD, together with then President Hinkel. I 
was	also	helping	from	formal	education	field.

In that sense, although there are exist-
ing networks centered around universities, I 
feel that the existing networks are not work-
ing well, so I am wondering if it is necessary 
to reconsider university networks including 
these existing ones.

The time has passed so quickly, and I 
would like to express my deeply appreciation 
to	the	five	panelists	for	presenting	their	var-
ious insights, ideas, and suggestions. I would 
like to ask everyone to give another big round 
of applause.
(Applause)
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セッションの全体共有と総合討論

モデレーター
 及川幸彦  奈良教育大学ESD・SDGsセンター副センター長	

コメンテーター 
 諸橋　淳 氏 　国連UNESCO本部　ESD課長
 道田　豊 氏　UNESCO政府間海洋学委員会（IOC）委員長
 斉藤　眞 氏　UNESCO日本政府代表部　一等書記官
 SEO Hyunsook 氏		韓国ユネスコ国内委員会　国際連携部長

総括セッション Sharing and Closing Discussion
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モデレーター（及川）：いよいよ最後のセッショ
ンになりました。最後はクロージングセッ
ションということで、午前中にご講演いただ
いた先生方に、この一日のシンポジウムを通
じた感想とかコメントとかアドバイス等をい
ただければと思います。
まず、今日一日、非常にダイバーシティー

に富んだ多様なお話がありました。このシン
ポジウムはある学術の学会でもなくて、一つ
のことをみんなで同じ土俵で突き詰め合うと
いう感じではなかったのは皆さんご承知のこ
とと思います。
それはなぜかというと、ESDというのは

マルチアプローチでありマルチステークホル
ダーであり、非常に学際的な、つまり、イン
ターディシプリナリー、トランスディシプリ
ナリーなものであって、その違った立場の人
が協働していったいどのような取り組みがで
きるのか、持続可能な社会のためにみんなで
どうやって手をつないで取り組んでいくのか、
そうしないと今の状況は打破できないだろう
というところから出発しているのです。そも
そもESDというのは、もともとそのようにし
て生まれたと私は認識しているわけです。
ですので、それぞれの研究分野を突き詰め

るのであればそれぞれの分野の人たちが集
まって従来どおり学会でやればいいお話で、
それではなかなか今の状況は打破できないと
いうのは、これは皆さん身に染みて感じてい
らっしゃると思うのです。
だからこそ、それがある意味広がりがあっ

たり懐が深かったり、ある意味分散しがちな
ところはあるんですけれども、それを分散と
してではなくて、多様性と捉えて今後の取り
組みにどのように持っていくのか、そういう
ふうなことをこれから、この素晴らしいコメ
ンテーターの下で考えていきたいと思います。

まずは先ほど言ったように、一日ご参加い
ただいて、特に皆さんに、こういうことは大
事だよね、こういったことを強調したいよね、
こういうことを確認したいよねというところ
をぜひ、一人ずついただければと思います。
まず初めに、諸橋さんからよろしくお願い

します。

諸橋：私は時差がございまして、今日は心配し
ていたんですけれども、一度もこくりこくり
とする暇がないほど非常に熱のこもった素晴
らしいプレゼンテーションで、本当に私も勉
強になりました。ありがとうございました。
ユネスコは、「質の高い教育」というもの

をゴールに置いた上で、各国でどういう取り
組みがあって、どんな進展があり、また、こ
こがまだまだうまくいっていないという、そ
ういった整理を定期的に行い、また、そうし
たものを踏まえながら新しい指針を作ってい
くということをしています。今回、私の朝の
プレゼンの中にもいろいろなコンセプトの内
容等々をお話しましたが、そういった概念的
な話を、リーダーシップを取って進めていく
というのがユネスコの一つの使命でもあるわ
けです。今日、ここに私たちが来ている理由
は、ESDというそうしたアプローチが大事だ
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と思っていらっしゃる方が、恐らくここに集
まっていらっしゃっているのかなと思います。
そういった意味で、きっとこれからもユネ

スコがいろいろなまた違う名前のついた概念
の話を持ってくることかと思うんですけれど
も、やはり一番大事な根底にあるのは「質の
高い教育」で、それは、その学んだことがそ
れぞれの生活、そしてその社会、自分の暮ら
している地域だけではなく、世界全体に対し
て何か自分が行動を取れるような、そんな学
び手を育てるための質の高い教育という意味
において、これからもいろいろやっていかな
ければというのはずっと変わらないと私は
思っております。
ユネスコはいろいろなことを言ったりお願

いしたりということはあると思うんですけれ
ども、これは現場の皆さまの実践がなければ
ただの机上の空論で終わってしまうところが
ございます。そういう意味でもこういった今
日のシンポジウムの場は、本当に意義がある
ものだと思って、非常に感謝しております。
今日のいろいろな方々の、海外の方、それ

から国内の方々、そしてユースの方の奈良教
育大を中心とした皆さんの活動をいろいろお
聞きして一番思ったのは、ESDというのは上
からのコンセプトの落とし込みであってはな

らない、逆に何でも ESDとつながっているの
ではないかというのを今日すごく改めて感じ
まして、モデレーターの及川先生も言ってお
られましたけれども、ボトムアップというの
が肌で感じられる学びを提供できるのが ESD
なのかなと実感しました。そして、その取り
かかりは本当にいろいろな形が、それぞれの
文脈であると思うのですが、そこはこれから
も大事にしていくべきかなと感じました。
海外からの発信が日本に入ってくることも

そうですけれども、日本でもすごく大事な、
そして興味深い実践例がたくさんあることを
今日、再確認させていただきました。ユネス
コもそこはお手伝いをさせていただきますけ
れども、それをどんどん発信をすることで、
確かに言葉という壁があるんですが、杉村先
生もお話しされていましたが、いろいろなク
リエーティブなつながり方があると思うんで
すね。
今後何をするかというところで、若者の話

がすごく今日はたくさん出てきたかと思うの
ですが、ユネスコが目指しているのは、相互
理解で人々の心に平和を築くというのが、一
番大事な根幹にある目的です。
これは若い人と仕事をしたときによく言わ

れるんですけれども、漠然と相互理解しろと
言われてもなかなか機会もないし、ただ、同
じ何か宿題を与えられて、これをいろいろな
国の仲間たちとプロジェクト化してこなす中
で、ああ、こういう視点もあるんだと気付か
されたりして、それが結局は相互理解につな
がっていく、そういう場をもっとユネスコは
提供してほしいみたいなことをよく言われる
んですね。
若者とどうやってこれから ESD を具体的

に展開していくかという話に、最後、この前
のパネルであったと思うんですけれども、一
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つ思い付いたことがあります。これは ESD-
Net でもやろうとはしているところです。
今回、ESD	Global	Net	Meeting を東京で

やった時は、大人というか、ユネスコスタッ
フも含め、文科省側、そして国連大学もみん
な私のような年代の人がプログラムを作っ
て、何人かユースのスピーカーをお呼びした
ものの、結局は若者のためのみたいになって
しまいました。
たぶんこれはリンカーンが昔言ってい

た「the	government	of	the	people,	by	the	
people,	for	the	people」という演説があっ
たと思うんですけれども、何か一つ、オンラ
インでもいいと思うので、今日参加された韓
国、タイ、インドネシア、ウズベキスタン、
例えばそこの若者たち、先ほどの苗代さんな
どとリンクして、若者自体が会議の、何を話
し合おうかとかどういう結論に導こうかとか
こういうやり方でやろうよという、そういう
プロジェクトチームを作ってオンラインワー
クショップなんかを 1回やってみるだけで
もだいぶ変わってくるのかなと思います。実
際、そういうことをやっている例もユネスコ
の活動の中にはあるので。
アジェンダ作りから始まって、その運営と

かスピーカー、そしてファシリテーションも
みんな若者がやる。逆に大人であったり、お
じいちゃんおばあちゃんであったり、そうい
う世代の人をスピーカーとして呼んでもいい
と思うのです。何かそういうことを若者主体
でやるような環境づくりを整えるのが我々の
役目ですね。私もずっと若者だと思っていた
んですけれども、それをとうにもう超えてい
ることが、今日発覚したので、そういったサ
ポートをするのが我々世代の仕事かなと感じ
ました。
長くなりましたけれども、聞いていて思っ

た感想です。

モデレーター：ありがとうございました。非常
に具体的で実現可能なご提案をいただきまし
た。苗代君、ユネスコクラブの一つのプロジェ
クトができたよね。あなた中心に、ちゃんと
それをオーガナイズ、コーディネートして
やっていく。これをアクションプランにちゃ
んとしてください。そのときにたぶん諸橋さ
んが登場してくれるそうですから。たぶんそ
のオンラインで。オンラインであればどこか
らでも入れるはずなので。時差だけ気を付け
れば大丈夫だと思います。8時間ですね。
ということで、ユネスコクラブ、手を挙げ

てください。今日、スタッフとしていっぱい
活躍してくれているんですよ。ちょっと立っ
てみて。（拍手）
おお、こんなに。君たちの新たなミッショ

ンが付け加わりましたので。いいですか、ぜ
ひ近いうちに実現してください。できればあ
なたがたが卒業する前に。
本当にありがとうございます。我々年寄り

はそれを後ろから見ている感じで行きたいと
思います。
では、次に道田先生、いかがですか。

道田：ありがとうございます。改めまして、道
田です。
午前中からずっとお伺いしていて、私自身

も非常に楽しい時間でありました。この部屋
の中では恐らくマイノリティーと思われる、
自然科学をベースとした人間として、一番の
感想は、これまでそんなに意識してはいな
かったですけれども、我々自然科学の分野か
ら何か ESD に対して貢献できることがもっ
とあるのではないかという感じがしました。
先ほどのパネルディスカッションの時に、



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

199

ユースの定義ってありましたよね。海洋の分
野でももちろんユースのエンゲージメントが
大きな課題になっていて、国連海洋科学の
10年をきっかけに、本当にユースをエンゲー
ジしようという話が盛り上がりました。その
結 果、Early	Career	Ocean	Professional と
いう「プロフェッショナル」がついているの
がちょっとハードルが高そうな気はしますけ
れども、ECOP というグループが世界的にで
きて、日本にもあります。そのフォーラムが
できて、遅ればせながらですけれども、若い
世代の方々を海洋科学に限らず、海洋の問題
に関する若者に入っていただくという活動が
始まっています。
ただ、ご想像いただけると思うんですけれ

ども、海洋はどうしても身近ではないんです
ね。基本、プロの世界なのです。ECOP も最
後に「プロフェッショナル」がついています
よね。だから、なかなかハードルが高い。

　例えば、我々は海に生きているわけではない
ので。今、外の気温は大体どのくらいか、み
んな想像がつきますよね。大体 10℃ぐらい。
では、今日の大阪湾の水温は？と言われて分
かりますか。釣りをする方はたぶん分かるか
もしれませんが。ましてや黒潮の表面の海水
温は今、何度でしょうかと、きっとそういう
リテラシーはお持ちではないと思うんです
ね。そのぐらい身近でないということが一つ
ハードルになっています。
そこで、Early	Career	Ocean	Professional

といいつつ、海洋では若干シニアにかかって
いる人たちも若手として活躍いただいている
ので、そういうふうに見ていただければと思
います。後ほどコメントしようかと思います
けれども、いろいろな分野が混じり合って
ESDの議論に我々海洋の分野から加わるとき
に、Early	Career、ユースといいつつ結構お

じさんが出てきても、温かく見守っていただ
きたいというのが一つです。
恐らくこの部屋の中で、私は、年齢は上か

ら数えて何番目かぐらいになってしまってい
ると思うんですけれども、我々の世界の中で
は、「道田さんってそんな年？」なんて言わ
れるぐらい、割とシニアの人たちが多いです。
要するに、プロになるためには長いキャリア
がいるんですね。そういう分野であることを
理解いただくと、次のステップにつながって、
いいかなと思いました。それが 1点です。
それから海の世界は、プロフェッショナ

ルと言いましたけれども、基本的にホリス
ティック科学なんですね。非常に幅広い分野、
いろいろな分野の人が一緒にならないと、い
ろいろな問題解決にならない。それで国連で
「海洋科学の10年」が始まっているわけです。
そこには、若干皆さんにとってハードルが

高いかもしれませんけれども、日本にとっ
て、あるいは日本に限らず、海洋の空間をい
かに上手に活用するかということは、これは
科学であり、かつ社会科学なんですね。そう
いったものをきっかけに、若手の方々も巻き
込んで一緒に議論することによって、次のス
テップにつながります。日本は若干遅れてい
るんですけれども、そういう活動があります。
それは海洋空間計画と言いますが、特にヨー
ロッパ諸国では非常に多くの若者が、その分
野に参入してきています。
そういうところもうまく、例えば大学生ク

ラスの方々の練習問題として活用するとか、
それは海洋の分野から入らなくてもいい分野
なので、いろいろな観点から取り組むことで、
我々日本にとってこれから海の空間をより良
く利用するというのは大きな課題だというと
は、ご理解いただけると思うんですね。
ご承知のとおり、日本は海洋の再生可能エ
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ネルギーにシフトしようとしていますので、
そうすると、これから海洋空間を利用せざる
を得ない。かつ、既存の利用とコンフリクト
がなるべくないように、かつ生態系を保護し
つつ実現する。これは結構難しい問題で、高
校生ぐらいまではなかなか難しいかもしれま
せんが、大学生以上にとっては非常にいい練
習問題になります。そういったことも ESD
として視野を少し広げていただくと、我々海
洋からも直接コントリビューションができる
分野かなと思ってお聞きしておりました。
もう一つだけ。私はさっき漂着物学会のこ

とを紹介しました。思いのほか食いつきが良
くて、幾つか質問をいただきました。あれは
入り口としてはすごくハードルを下げている
のです。それがたぶん大事なポイントです。
今日午前中のセッションでは、詳しくお話

ししませんでしたけれども、前回の漂着物学
会の大会は岩手県の大槌町という津波で大被
害を受けたところを会場にやったんですけれ
ども、その時に地元の大槌高校の高校生が研
究発表をしました。彼らは「浜研究会」とい
うのを作っているんですね。それは部活でも
ない緩い集まりで、「部活ですか」と聞くと、
「いやあ、まあ、活動ではあります」みたい
なそういう緩い感じですけれども、ただ、ハー
ドルを下げて活動に入っていくことによっ
て、いろいろ気付くことが彼ら彼女にあるの
です。
そういうあまりハードルが高くない入り口

をそれぞれの分野で用意してあげて、それを
きっかけに次のステップに進んでいく。そこ
ができれば、しっかりとしたサイエンスの知
識も、うまく入れるようにしていただくとい
いかなと思いました。
以上、感想です。ありがとうございました。

モデレーター：ありがとうございました。今
日は本当に海洋科学という言葉がたくさん
出ました。皆さん、知っていました？　国
連海洋科学の１０年（UN	Decade	for	Ocean	
Science）というのがあるのを知っていた人、
手を挙げてみてください。おお、結構いらっ
しゃる。さすがですね。

モデレーター：ユネスコは、「海洋リテラシー
（Ocean	Literacy	for	All）というのを出して
いるんです。これを見ると、別にこれは海
の人とか山の人とか関係なく、for	all です
から全ての人類に対してこういうふうなテラ
シーを育てましょうというのが出されていて
います。私自身も、前職の東京大学で道田先
生と一緒に海洋をやっていたこともあって、
海洋リテラシーを軸に海洋の視点からのESD
を推進してきました。
海洋というのは入り口としては SDGs の全

ての目標につながるんですね。食料問題にも
つながれば、気候変動にもつながれば、防
災・減災にも関連する、エネルギーもさっき
道田先生が言われたように関連するし、全て
の SDGs は海洋とつながっている。海洋とい
うのは実は SDGs のキーになるファクターに
なるんです。そういう視点を、もう少しみん
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なで認識すると、SDGs のいろいろなつなが
りが見え、取り組みがさらに広がっていくの
かなと思ったりします。ヒントを与えていた
だいて、ありがとうございました。敷居を下
げるというのも非常に大切な視点ですね。

では、次に斉藤さん、いかがですか。きの
うパリから来て、少しお疲れだと思うのです
が。久しぶりの日本の感想も含めて。

斉藤：日本に帰って本当にうれしく思っており
ます。本日は ESD を推進されてきた日本中
の先輩方とともに発表する機会をいただきま
して、改めて感謝申し上げたいと思います。
私の朝の説明は、ある意味皆さまにとって

はもう所与のことというか当然のことであっ
たのかもしれませんが、そういったことを改
めて言語化して呈示して共有するということ
は、こういうシンポジウムの場では非常に重
要であろうと思います。当然のことを言語化
すること、そして場で共有をするという意味
では、ESD と学習指導要領の相互的な親和性
が日本の教育システムの強みであるというこ
とを改めて共有したかったということでござ
いまして、そのように捉えていただければあ
りがたいなと思っております。

改めて、先ほど私が学習指導要領を兵庫県
内に普及するということを2年かけてやった
という話と、ユネスコで1年間ESDにずっと
携わってきている中で、ESDの持っている概
念の広さがもっともっと普及・波及していく
ことで、ツールとして教育の現場でESDが使
いやすいものになるのだと思っています。
先生方にとっては、文科省はもしかしたら、

働き方改革と言いながら、改めて呈示した学
習指導要領は本当に先生方に工夫を求めると
いう内容になっているところがあるかと思う
のですが、そういったときに ESD、SDGs を
眺めてみて、ESD のグッドプラクティスを眺
めていただくことが、先生方にとって学習指
導要領を進めていく上でも一助になるでしょ
うし、それが翻って ESD の推進になるとい
う意味では、この広い概念である ESD を手
段として教育の現場で使っていただくのがと
てもいいことなのではないかということを、
皆さまに教えていただきました。そしてそれ
が世界中で通用するユニバーサルな概念であ
るということも、今日、非常に痛感すること
ができて、その点が改めて印象に残ったとこ
ろでございます。
国際交流の重要性ということで、私は今、

所属としては外務省の所属になりますので、
そういったことを推進する役割も担ってい
るところでございます。その地域のボトム
アップであるからこそ地域の課題が ESD の
スタートになるということになりますと、地
域で SDGs の 17 の目標の中で分かりやすい
ものから触れていくことになると思うのです
が、国際交流ということで、他の国・他の地
域と ESD を共に議論するということになり
ますと、ボトムアップで表に出てこない他の
ターゲットにも触れやすくなるというメリッ
トがあるだろうと思います。地域課題がコア
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にあってボトムアップの取り組みの中で自分
たちとして肌感覚として認知できない課題を
知るという意味で、より豊かな ESD 活動に
なっていくという意味でも、国際交流の重要
性はあるだろうということを感じました。
併せて、我々がギブ・アンド・テイクとい

うか、テイクする側とギブする側、我々が提
案する側として、日本は ESD、SDGs の 17
の目標の中で、非常に多くの災害の経験を抱
えていて、そういったものを他の国に提供し
ていくことも大事かと思います。正直、パリ
にいて、一度揺れたらみんなパニックです。
私はおとといまで UAE のアブダビにおりま
したけれども、日本ではとうてい成り立たな
い奇抜なデザインの建物がものすごく建って
います。UAE の方々に地震とか災害という
情報を提供するというようなことが必要で
す。実は UAE の日本人学校は UAE の子ども
たちと日本人が一緒に学んでいたりするんで
すけれども、そういった、より豊かな ESD
活動を展開するという意味で、国際交流は最
大の効果があることであるでしょう。その裏
を返せば、引き続き進めていく上では、先ほ
ど諸橋さんが言語の課題ということもおっ
しゃっていましたけれども、まだまだ伸びし
ろがある部分だと思いますので、さらに進め
ていくことができると思います。そのために
外務省としても、力添えができるのではない
かと思っております。
ユースの方々、ぜひユネスコに来ていただ

きたいなと強く思います。ユネスコは本部自
体が文化財みたいなところもありまして、文
化の世界的な拠点ですので、ピカソの絵が
ホールの前に飾ってあったり、私もいろいろ
な学生さんであったり日本からお客さまが見
えたときにユネスコの中を案内するツアーコ
ンダクターみたいなことを何十回もやってい

るんですけれども、本当に説明しがいのある
建物です。
その本部の中を歩いていらっしゃる 194

カ国の方々がいらっしゃいますので、そう
いった方々を見るということだけでもユース
の方々にとってはユネスコに来る価値はある
だろうと思います。国連は今、193カ国です。
ユネスコにはイスラエルとリヒテンシュタイ
ンがいないですけれども、代わりにクック諸
島と、ニウエというニュージーランドの領土
だったところ、そしてパレスチナが入ってい
るということで、194 カ国です。ほぼ世界
中の全ての国がいるわけですから、どこを歩
いても世界の縮図です。そういったところに
来ていただいた上で ESD の活動を進めてい
くというのも、それだけでも大きないろいろ
な気付きがあると思いますので、ぜひユネス
コに来ていただきたいなと思っております。
ここからある意味事務連絡的なことで、私

はこの中で最も若輩ですので、いろいろな情
報を少しまとめてお伝えしたいと思います。
まず、私の説明の中でございましたポス

ト SDG です。サステナブルデベロップメ
ントという言葉でずっと来ていますけれど
も、Development という言葉がこれからも
残っていくのか、例えばサステナブルソサエ
ティーとかサステナビリティーとか、もっと
汎用的な言葉になっていってもいいのかなと
も思うわけですけれども、2030 までは実は
あっという間に来ます。だからこそ、世界的
に SDGs、ESD の議論は恐らくさらに盛り上
がっていくだろうと思います。ここはある意
味チャンスでもありますし、その世界的なす
う勢の中で、日本としてもプレゼンスを発揮
していくことも必要だろうと思います。
今日は、奈良でこういった形で、モデレー

ターの及川先生がおっしゃった日本の ESD
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の推進者、世界中のオールスターが集結して
いるということです。
ユネスコには「奈良宣言」というのがあり

まして、これは、世界遺産は石の文化を前提
とした遺産の保護の在り方だったんですけれ
ども、例えば 20年に 1回、式年遷宮という、
あれは木自体は変わるわけですが、そこにも
文化的な価値を認めるべきだ、砂の文化、石
の文化、木の文化、紙の文化、そういったも
のを対等に扱おうという議論を初めて打ち出
したのが奈良でございます。それは 30年前
ですけれども。
今日のこのシンポジウムは、新たなユネス

コにおける奈良の位置付けというか、何かデ
クラレーションを出すわけではないですが、
セカンド奈良宣言ではないのかもしれません
が、ユネスコと奈良の関係も今日を機に強化
していくことができるのではないかと思って
おります。
もう一つ。ウズベキスタンの大使に今日お

会いできて大変光栄ですが、ユネスコにとっ
て一番重要な会議は、総会で 2年に 1回で
す。次に重要なのが 1年に 2回ある執行委
員会ですけれども。実は 2024 年のユネスコ
総会は実はサマルカンドで行われるというこ
とでございます。ユネスコの関係者が大挙し
て、たぶん 1000 を超える単位、1500 人と
か、各国から合わせると 2000、3000 の数
の出席者がサマルカンドに行くと思いますの
で、また新たなネットワーキングの場として
サマルカンドが注目される。来年またその場
でお会いできたらなと思っております。
最後に、外務省として、文科省、環境省と

連携して、ESD をまたリーダーシップを発
揮していろいろな会議の議題であったり大き
なムーブメントを日本政府として作ったりし
ていくということが、皆さんに対する今日の

私の恩返しになるだろうと思います。行政的
な観点としては、ユネスコの場で、今年例え
ばユネスコスクールの議題が出てくるのです
が、こういった場で折に触れて、ドイツなど
と連携しながら ESD の取り組みに先進的な
国が集まってグッドプラクティスを共有した
り、そういったものを総会とか執行委員会と
いうユネスコの大きな会議の場で提案したい
と思います。提案する権限は加盟国にありま
すので、事務局である諸橋さんにお願いしつ
つ、加盟国として積極的な取り組みを主導し
ていけたらと思っております。

モデレーター：ありがとうございました。様々
なアイデアと情報をいただきました。奈良と
いうのをユネスコに掲げるというのを、第 2
の奈良宣言をぜひ実現するよう諸橋さんと斉
藤さんにお願いしながら、ナラというと韓国
語では国を意味しますから、韓国も含めてそ
ういうふうな、何か一つ、今回の成果を宣言
のような形にしていければと思います。
本当は、私も実は今回のシンポジウムで宣

言を出そうかなと思ったんですが、まだ初回
ということもあり、それにはまだ、時期尚早
だなと思いまして。次に向けてぜひその方向
で組み立てていきたいなと思っております。
ありがとうございました。

では、Hyunsook さん、今日の一日の印象
を含めてコメントをいただきたいと思います。

SEO：ありがとうございます。追加情報という
ことですけれども。ESDとグローバルシチズ
ンに関する連携、そして日本との連携という
ことで、いろいろなお話をさせていただきま
したが、ここには本当にそのエキスパート、
シニアのエキスパートの方がたくさんいらっ
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しゃるということに気付いています。
ということで、本当に ESD の貢献にいか

に関わってこられたかというお話をたくさん
聞くことができました。そして、ESD をさら
に強固なものにしていくためにできること、
可能性を様々感じることができたと思いま
す。韓国との連携も含め、ユースのプログラ
ムを韓国でもユネスコチェアなども含め、そ
ういった連携を含めながらたくさん、やって
いるわけですけれども、その中でいろいろな
ことがもっともっと連携することができるの
ではないかと感じました。
ESD を中心的な位置付けとして、そして地

方政府と共に中央政府と共に推進をしていく
ということを、韓国の中では活発に行ってい
ます。そして日本の学校とも連携をし、そし
て教員と生徒との ESD に関わる関わり方に
ついても、様々な研究・取り組み、そして交
換プログラムを日本と一緒に行っています。
24 年にわたりこの連携ということで、ア

ジア・太平洋、ユネスコ・アジア文化センター
（ACCU）を通して、政府の機関からの援助
を受けながら、アジア・太平洋地域でグロー
バル・シチズンシップ・エデュケーション
（GCED）を進めていいます。この ACCU と韓
国でのGCEDでの教育プログラムでは、宮城・
福島の学校が参画しました。宮城教育大学の
先生も若手の教員、また、大学の学生なども
招聘して、韓国と日本の間で職場におけるい
ろいろな障壁を超えてどういった取り組みを
もっと一緒に進めていくことができるのかと
いった意見の交換などが行われました。そう
いった変革をもたらしていく上で、ESD をさ
らに推進していく上では非常に重要なのでは
ないかと考えています。
この交流プログラムを通して、7月に 50

人の日本の先生を招聘しました。ASPの先生、

そうではない先生も含めてです。その中でい
ろいろな意見交換をされました。と同時に
ワークショップもやり、同じ問題があるんだ
ねということも分かりました。地方のコミュ
ニティーが連携して、そして共通の課題に取
り組んでいるということも分かりました。
その後、私の部署で世界遺産を学ぶための

教材を作りました。今年は世界遺産の教育
の 30年になるといいうことで、ビデオテー
プも作成しました。昨年の 7月、25 人の日
本人の方々を集めてワークショップをしま
して、今年は別のワークショップを昨年作っ
た教材を使って開催しました。それからユネ
スコトークも企画しました。そして喫緊の問
題を取り扱いました。我々は若い先生方も招
聘しました。そして現在の問題をディスカッ
ションするような場を作ったんです。
二つ目は、交流を促進するための活動です。

これは ESD のプロジェクトになるんですけ
れども、今、コミッションを ACCU がやって
くださっていまして、韓国と日本のマッチン
グをやってくださっています。今年、今、主
体的にトピックを選択して、両国にとっての
共通の課題に対応する予定になっています。
オンラインのプラットフォームになります
が、オンラインのクラスルームみたいになる
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と思います。それから、その中でお互いに情
報共有をやろうと考えています。そしてそれ
ぞれの課題に対しての解決策を提案しようと
いう形になっています。今、マッチングスクー
ルをやっているところです。
学校連携のネットワークを構築し、意見の

交換とか連携を作るということが重要だと思
います。先生、それから ASP の学校として
の連携は必要だと思います。同じ国に住んで
いたとしても都市と郊外とでは、共通の問題
があったり違う問題があったりします。した
がって、学校の先生としては、国内であった
としても、ユネスコのメンバーであったとし
ても、ユネスコスクールのメンバーであった
としても、やはり情報共有は必要だと思って
います。
世界的な課題もありますし、気候変動の問

題もありますし、デジタル革命もあります。人
間、それから文化の多様性があります。多く
の変革がありましたけれども、オンラインでの
交流は増えてきました。時差があったり、旅行
が難しかったりする場合にはオンラインという
のも一つのツールですし、オンラインのクラス
という機会も増えてきていると思います。そう
やって教材をシェアして課題を話し合ったり、
情報交流したりできると思います。

モデレーター：ありがとうございました。
実はもう一つ最後の質問があったのです

が、いかがいたしましょうか。いきますか？
それでは、諸橋さんと道田先生のお二人に

短くお願いしたいと思います。
実は、ESD が始まって早いもので 20年ほ

どたつわけですね。20 年ですよ、あっとい
う間でした。2002 年に日本が提案して、今、
2024 年ですからね。その間ずっと私たちは
一生懸命 ESD をやってきたわけですけれど

も、私の最近のジレンマとしては、20年やっ
てきたにもかかわらず、世の中はその目指す
世界と逆に行っているのではないかというこ
とです。私も、これまでローカル、ナショナ
ル、グローバルとそれぞれのレベルで関わっ
てきて、国の ESD 円卓会議の議長として国
内実施計画も中心になって取りまとめた一人
ですけれども、そのめざす世界と現実はどう
もずれているなと感じています。この機会に
そこを打破する必要があるのではないかと私
は切に思うのです。
私が一番このシンポジウムをやりたかった

理由は、実はそこで、この状況を何とかこの
時点で変えないと、この社会は持続不可能に
なると考えています。「ESD をやっています
よ」だけでは駄目でしょうと。「ESD を学ん
でいますよ」、「楽しい授業をやっています
よ」、それだけで果たしてこの世の中が変わ
るのかというと非常に危機感があって、そこ
で、その英知を少しでも皆さんと共有した
かったということがあるのです。
それについてエキスパートのお二人からお

話を聞いて締めくくりたいと思います。よろ
しくお願いします。

諸橋：すごく難しいご質問をいただいたのです
が。手短に。
私は、ESD はケアではないかなと思ってい

ます。身近にいる人、自分に対してもそうで
すけれども、他人、そして今ここの場にいな
い海外にいる人であったり、または未来の人
類であったり。それから、日本ではこういう
考え方はすごくしっくりくると思うんですけ
れども、人類は自然界の一部ということで、
自然界に対するケアの気持ち。そういったも
のを共感力で理解して、何かしなくてはと思
えるような人を育てるのが ESD だと思って
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いるのです。
概念的にはすごく素晴らしく聞こえると思

うのですが、これがたぶんいろいろな、世界
というのは矛盾に満ちておりますので、いわ
ゆるリーダーの立場にある方々、学校の先生
のリーダーでこういうことを理解していらっ
しゃる学校はすごく ESD がうまくいってい
ると思うんですけれども、いやいや、もっと
受験に対応できるようなアカデミックな学び
が一番大事だよという学校ではまた違う文化
があるのかなとも思います。そういったこと
が学校社会の外にも、例えばビジネスの世界
であったり、政策立案、またその実践につい
ても世界中でいろいろなことが、きっと矛盾
に満ちたことが起きていると思います。
またもう一つ問題なのが、たぶんそういっ

たリーダーの方たちの中に、個人的にはそう
いうことを理解していらっしゃる方もいて、
いろいろなアクションを取っているけれど
も、ばらばらにやっている、一緒にやらない
ということで非常に大きな残念な問題が生じ
ているという現象も、私もいろいろな国を見
ていて感じることが多々ございます。

ということで、ESD というのは未来のリー
ダーを育てるという意味で、たぶん少しずつ
変化が起きていると思います。例えば経済的
な部分でも、何も自己を犠牲にして ESD を
やらなければいけないと言っているのではな
くて、ちゃんと利益もないといけないと思う
んですね。ただ、若い人のアイデアやイノベー
ションで新しい形で経済的な力も生んでいく
というような事例もあるので、どうぞ、私た
ちも全力でサポートしますので、若い力で今
あるものをぶち壊して、新しいモデルを作っ
てみんなでやるということ、その辺にもう少
し時間をかけたらいいのかな、なんて、ちょっ
と感じています。

モデレーター：ありがとうございます。そうで
すよね、今までのやり方が良くないから進ま
ないという話も実はあったりするわけです
ね。それとユースと連帯という、この二つが
キーワードだと思います。
次に道田先生、お願いしていいですか。

道田：端的に言いますね。たぶんたくさん足り
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ないところとか問題点とかがあるんだと思う
んですけれども、私の観点からは、インター
セクトラル（分野横断・連携）なところがで
きていないことだと思うんですね。
混乱しないように申し上げますと、高校生

までに、サステナブルソサエティーをつくる
ためには学際だ、大変な問題だ、難しいと言っ
てそこにいきなり放り込むと、たぶん混乱す
る、難しくなるので、もうちょっと専門家レ
ベルがちゃんと、本当の意味のインターセク
トラルな活動をしないといけないのではない
かと思います。
その意味で、本当にできるかどうか分かり

ませんけれども、今日も午前中に何回か話に
ある 12 月に行われた ESD カンファレンス、
あの同じ週の翌日に、持続的な社会を築くた
めにサイエンスの役割は何なのかというシン
ポジウムをやったんですね。
その発想はというと、日本ユネスコ国内

委員会内に科学分野はいっぱいありますけ
れども、特に MAB ですね、Man	and	the	
Biosphere。それからIHP（Intergovernmental	
Hydrological	Programme)、水問題とか水循

環ですね。それから IOC（Intergovernmental	
Oceanographic	Commission）と三つあるん
ですけれども、実はお互いみんな知っている
んですよ。それぞれのその国内分科会の主
査は、MAB が渡辺さん、IHP が沖大幹さん
で私が IOC ですから、お互いに知り合って
いるんですけれども、何か一緒にできること
があるはずだけれども、なかなかできてこな
かったんですね。それを本当にちゃんとやろ
うよという話を、今始めました。
こういう話は、UNESCO の事務局に言っ

ても、そうですよねとおっしゃるのですが、
そこから先に進まないので、我々から発言を
して、日本発信で、少なくとも我々科学は一
緒にやろうとしていますので、そこにぜひ
エデュケーション（教育分野）も入っていた
だいて、そのレベルではインターセクトラル
な活動が本当にできるようになると、もう 1
歩 2歩も進むのではないかと思います。

モデレーター：ありがとうございました。お二
人から非常に力強くて示唆のあるご助言をい
ただきました。



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

208

私なりにまとめると、「Take	a	Common	
Cause	toward	a	Sustainable	Development」、
「持続可能な社会に向けて同じ目標で行動を
共にする」ということが大事なのではないか
と。それで領域とか専門とかセクターを超え
てやっていかないと、もうにっちもさっちも
いかないよということだと思います。
私は、現状に非常に危機感を持っているん

ですね。この気候変動とか海洋を見ていると。
そのうち学校で、もう授業なんて言っていら
れないよ、算数なんか言っていられないよと、
そういう時代が身近に迫っているのだという
危機意識がどれだけあるのかなと思ったりし
ているところです。私などは、だいぶ長い歳
月を生きたのでいいですけれども、次の子ど
もたちとか、孫の世代のことを考えれば、絶
対このままではいけないだろうと。
さきほど誰かが「畏れ（Fear）」と言いまし

たよね。Hyuncheol さんでしたしたか。そう

いう差し迫るクライシスに関する危機感を少
し持ちながら、そして一緒にやっていくその
充実感と勇気を持ってやらないといけないの
ではないかというのは非常に思うところです。
私はそういうヒントを今日のシンポジウム

で幾つかいただいたので、少しこれをじっく
り自分でかみしめながら報告書にまとめたい
と思います。そして、次はぜひそれを実現に
向けて一歩踏み出したいなと思います。
本当に今日はありがとうございました。コ

メンテーターの方々に大きな拍手をお願いし
ます。（拍手）
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Moderator (Oikawa): Finally, this is the last 
session. Here, we have some of the speakers 
who gave lectures in the morning sessions. 
Since this is a closing session, I would like 
to	start	off	by	asking	each	speaker	to	share	
with us their impression, comments, or ad-
vice they may have about this one-day sym-
posium.

Spending a whole day today, we have 
covered diverse topics, and I am sure you un-
derstand that this symposium is not an ac-
ademic conference in which all participants 
have thorough discussions on the same topic 
in	the	same	playing	field.

Why	 is	 this	 symposium	 different?	 It	 is	
because ESD takes a multi-approach involv-

ing multiple stakeholders. It is also very 
interdisciplinary and transdisciplinary ap-
proach.	What	kind	of	initiatives	can	we	have	
with	 people	 in	 different	 positions	 working	
together? How should we collaborate for a 
sustainable	society?	Without	such	questions	
and thoughts, we would never be able to 
break through the situation we are currently 
facing. This thinking process led to the birth 
of ESD. That’s my understanding.

If we are to pursue our respective re-
search	fields,	it	would	be	best	if	all	the	peo-
ple	in	the	field	get	together	and	hold	academ-
ic conferences as we normally do. However, I 
believe we are all keenly aware that with that 
approach, we will not be able to overcome the 

Sharing and Closing Discussion
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current situation.
Although ESD is a multidisciplinary ap-

proach which can be comprehensive or in-
depth, but also can be unfocused and unco-
ordinated in a way, it is crucial how should 
we utilize this diverse nature of ESD in our 
future	efforts,	without	ending	up	in	uncon-
certed	efforts.	In	this	session,	I	would	like	us	
to give thought to that together with these 
wonderful commentators.

As I mentioned earlier, I would like to ask 
each of you to share with us your thoughts 
for this symposium, such as “I think this is 
what matters,” “I want to emphasize this,” or 
“we should make sure this will happen.” 

So, may we start with Ms. Morohashi?

Morohashi: Since I have a jet lag, I was wor-
ried	that	I	might	doze	off	during	the	sessions,	
but the presentations were so passionate 
and impressive that kept me awake, and I re-
ally learned a lot. Thank you very much.

One	of	UNESCO’s	goal	is	“Quality	Educa-
tion”, and we conduct reviews on regular ba-
sis	to	find	out	what	kind	of	initiatives	coun-
tries are working on, how those initiatives 
are	 playing	 out,	 what	 part	 of	 such	 efforts	
is	not	working	well,	and	so	on.	We	also	for-
mulate new policies based on the results of 
our reviews. In my presentation in the morn-
ing session, I talked about various concepts, 
but our mission is putting those concepts in 
practice under UNESCO’s leadership. I be-
lieve those of you who gathered here today 
are here because you share the same thought 
with us and think that ESD is an important 
approach.

In that sense, I am sure that UNESCO will 
continue to come up with concepts with dif-
ferent names, but the most important thing 
at	the	core	of	these	concepts	is	“Quality	Ed-
ucation”.	We	must	take	various	actions	that	
enable	 “Quality	 Education”	 so	 as	 to	 foster	
students who can take actions not only for 

their societies or regions they are living in 
but also for the entire world, utilizing what 
they have learned. I believe that aspect will 
never change.

Although UNESCO often has many things 
to say and ask for you, without your help and 
action	in	the	field,	these	concepts	would	re-
main just theories and never be materialized. 
In that sense. I feel that this symposium is 
truly meaningful, and I am extremely grate-
ful.

Listening	 to	 the	 presentations	 about	
the activities of various people in Japan and 
overseas, including the activity of young 
people led by the Nara University of Educa-
tion, I strongly felt that in ESD we should 
not take a top-down approach to materi-
alize concepts. I realized again today that 
everything is connected to ESD and that as 
Dr. Oikawa as moderator also said, ESD can 
provide people with the real joy of learning 
through a bottom-up approach. I think that 
how we start varies depending on the situ-
ation, but in any situation, we should keep 
reminding ourselves of that point.

In Japan, we receive information about 
ESD activities implemented abroad, but I re-
alized again today that there are many impor-
tant and interesting cases in Japan as well. 
We	should	be	proactive	 in	distributing	such	
information although there is a language 
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barrier, and UNESCO can provide assistance 
for that. As Professor Sugimura mentioned, 
we can connect with people in various and 
unique ways by disseminating information.

Regarding what we should do in the fu-
ture, there have been a lot of talk about 
young people today. UNESO aims to bring 
peace to the hearts and minds of people 
through mutual understanding, which is our 
most important and fundamental purpose.

When	 I	work	with	young	people,	what	 I	
often hear from them is that “people tell us 
just vaguely we should understand each oth-
er, but we seldom have opportunities for that 
to	begin	with.”	They	also	say,	“We	want	UNE-
SCO to give us more opportunities to work on 
the same assignment as a project with people 
from	different	countries	because	such	oppor-
tunities will give us new perspectives and 
eventually lead to mutual understanding.”

In the panel discussion before this ses-
sion,	there	was	a	talk	about	how	specifically	
we	would	develop	ESD	with	young	people.	We	
have one idea, which we plan to try in ESD-
Net,	too.	When	we	tried	that	idea	in	Tokyo,	
we developed a program with people from 
UNESCO, the MEXT, and the United Nations 
University. They were all grown-ups who were 
of similar generation as me. Although we did 
invite young people as speakers, after all, we 
just developed a program that these grown-
ups thought were good for young people with 
no inputs form them.

The	American	president	Lincoln	once	said,	
“the government of the people, by the people, 
for	the	people,”	and	we	definitely	need	the	in-
volvement	of	young	people.	We	have	partici-
pants from South Korea, Thailand, Indonesia, 
and Uzbekistan today. For example, young 
people from these countries can connect with 
Mr. Nawashiro, one of Today’s presenters, or 
other people, maybe online, which is good 
enough. Then, they form a project team and 
have online workshops to discuss a meeting 

program, such as discussion subjects, the di-
rection of conclusions, and meeting methods. 
I think even just one online session will make 
a	big	difference.	In	fact,	we	have	such	cases	in	
UNESCO’s activities.

Young people should try to do everything 
from creating the agenda to program man-
agement, speakers, and meeting facilitation. 
They can even invite people from their grand-
parents’ generation as speakers. It is our job 
to create an environment that allows young 
people to take an initiative. I had always con-
sidered myself young, but it has become clear 
that I am not anymore, and I realized it is the 
job of our generation to provide that kind of 
support to young people.

Those are the things that came to my 
mind, listening to the presentations.

Moderator:Thank	 you	 very	 much.	 We	 have	
received	a	proposal	that	is	very	specific	and	
achievable. Mr. Nawashiro, now you have a 
project for the UNESCO Club. Make sure you 
will properly organize and coordinate the 
project as a leader and also develop an action 
plan. Perhaps, Ms. Morohashi will help you at 
that time. Maybe, she will join you online be-
cause she should be able to access from any-
where if it is online. It should be okay as long 
as	you	pay	attention	to	the	time	difference.	
It is eight hours, right?

So, for those of you who are UNESCO 
Club members, please raise your hand. To-
day,	they	are	working	hard	as	staff	members.	
Please stand up for a moment.

Oh, there are so many. Now, you have an-
other new mission. Make sure you will make 
that happen soon, hopefully before you grad-
uate. 

Thank you very much. So, maybe, old peo-
ple like us should take a back seat, and let the 
young people handle the project. 

Well	then,	Dr.	Michida,	how	about	you?
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Michida: Thank you very much. Hello, again, 
I am Michida. 

I have participated in this symposium 
since this morning, and it has been a very 
enjoyable time for me as well. As someone 
with a primary background in natural science, 
which perhaps is the most minor area in this 
room, although I had not been aware of that 
so much until today, I strongly felt that we 
may be able to make more contributions in 
our	field	of	natural	science.

Perhaps it was in the panel discussion 
session earlier, but there was a talk about 
the	definition	 of	 youth.	Of	 course,	 engage-
ment	of	youth	has	become	a	significant	issue	
in	the	marine	field,	too,	and	the	United	Na-
tions Decade for Ocean Science has sparked a 
lot of talk about true engagement of youth. 
As a result, a group called ECOP (Early Career 
Ocean Professionals) has been formed around 
the world, and there is one in Japan as well. 
The term Professional may sound that the 
hurdles	are	a	little	bit	high,	though.	With	the	
establishment of this forum, activities have 
finally	begun	to	get	the	younger	generation	
involved in issues concerning the ocean, and 
this	is	not	limited	to	the	scientific	field.

However, as you can imagine, the marine 
field	is	not	relatable	to	most	people.	Basical-
ly, it is a professional world. ECOP also has 
the word “professional” at the end, giving an 

impression that the hurdles are high.
For example, we do not live in the ocean, 

and everyone can probably guess what the 
current temperature outside this building 
is.	About	10°C?	Then,	how	about	the	water	
temperature of Osaka Bay today? People who 
fish	would	probably	be	able	to	tell,	but	they	
would not be able to answer the question 
“What	is	the	current	surface	water	tempera-
ture of the Kuroshio Current or Black Tide?” 
I do not think they have the level of marine 
literacy that allows them to answer such a 
technical question. As shown in this example, 
the	marine	field	is	not	relatable	to	most	peo-
ple, and this has been a hurdle.

Although the group’s name is “Early Ca-
reer Ocean Professionals,” please note that 
professionals who are middle-aged or en-
tering senior age also play an active role as 
“young members” in this group. I plan to com-
ment	 on	 this	 later,	 but	when	 various	 fields	
come together and those of us in the marine 
field	 join	 in	 discussions	 on	 ESD,	 if	 you	 find	
some middle-aged men participating in the 
discussions in spite of the term “Early Ca-
reer,” I hope you watch over them warmly. I 
probably belong to the oldest group in this 
room	in	terms	of	age,	but	in	the	marine	field,	
there are so many people in senior years, and 
people would say, “Oh, Dr. Michida, you are 
not that old.” In a nut shell, it takes a long 
career to become a marine professional. If 
you	understand	this	field	from	this	perspec-
tive, that will lead to the next step, which is 
good. That’s one of the things that came to 
my mind. 

In addition, I said earlier that the marine 
field	 is	 a	 professional	 world.	 Basically,	 it	 is	
holistic science. It encompasses a broad range 
of	scientific	disciplines,	so	people	from	vari-
ous	fields	must	work	together	to	solve	a	va-
riety of problems. That’s how the “UN Decade 
of Ocean Science” started. This may sound a 
little bit tough for you, but it is science and 
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social science to think about how to make ef-
fective	use	of	ocean	space	for	the	benefits	of	
not only Japan but also other countries. Then, 
if things like that prompt us to have discus-
sions involving young people, that will lead to 
the next step. There is such a movement in the 
world although Japan is a little bit behind. It 
is called Marine Spatial Planning. Especially 
in European countries, a very large number of 
young	people	are	entering	that	field.

For example, this topic can be used as an 
exercise for university students since this is-
sue can be tackled from various perspectives. 
We	do	not	have	to	start	with	the	marine	field.	
I think you understand that the better use of 
ocean	space	is	a	significant	challenge	for	us	in	
Japan.

As you know, Japan is trying to shift to 
offshore	 renewable	 energy,	which	will	 neces-
sitate the use of ocean space. In addition, we 
have	to	do	 it	without	causing	a	conflict	with	
the existing usage, while protecting the eco-
system.	 This	 is	 a	 fairly	 difficult	 problem	 and	
may	be	too	difficult	for	high	school	students,	
but it will be a very good practice for univer-
sity students and above to discuss this. If you 
can broaden the perspective of ESD this way, 
that will enable those of us from the marine 
field	to	make	direct	contributions.	I	was	listen-
ing to the presentations, thinking about this.

Just one more thing. I introduced the 
Japan Driftological Society earlier. The au-
dience was more interested than I expect-
ed, and I received some questions. That is 
because the Society has lowered the bar for 
entry, which is probably an important point.

I did not go into details this morning, 
but the venue for the last convention was 
Otsuchi Town in Iwate Prefecture, which was 
severely damaged by the tsunami that fol-
lowed the Great East Japan Earthquake. At 
the convention, high school students from 
the local school Otsuchi High School gave 
a research presentation. They have formed 

a group called the Hama Research Group. It 
is not an after-class club. If you ask them 
whether	it	is	a	club,	they	would	say	“Well,	it	
is not a club, but we gather to do activities 
after school.” It is such a loosely-connect-
ed	group.	Lowering	the	bar	for	them	enables	
them to become aware of many things.

Therefore, I think it would be a good idea 
to	provide	entry	points	in	each	field	that	are	
not	so	difficult	to	enter,	so	that	young	peo-
ple can move on to the next step. It would be 
even	better	if	they	are	offered	opportunities	
to	gain	solid	scientific	knowledge	during	the	
process.

These are my impression, and that is all 
from me. Thank you very much.

Moderator:Thank	 you	 very	 much.	 We’ve	
heard a lot of things about ocean science to-
day. Did you know about the UN Decade for 
Ocean Science for Sustainable Development? 
If you did, please raise your hand. Oh, a fairly 
large number of people. I am impressed.

Moderator: UNESCO has initiated an initi-
ative	 called	 “Ocean	Literacy	 for	All,”	which	
is designed to develop ocean literacy for 
all	 people,	 not	 limited	 to	 people	 in	 specific	
fields,	 such	 as	mountains	 or	 oceans,	 as	 the	
name indicates “for all.” I have also worked 
on	an	ocean	project	and	promoted	Ocean	Lit-
eracy for All with Dr. Michida at the Univer-
sity of Tokyo.

The ocean is a gateway that leads to all 
of the SDGs. I lead to everything from food 
to climate change to disaster prevention and 
mitigation as well as to energy. As I said ear-
lier, all SDGs are related to the ocean, which 
is actually a key factor in the SDGs. I think 
we can expand various SDGs initiatives by 
placing our focus a little more on that point. 
Thank	you	very	much	for	offering	us	useful	
tips.	 Lowering	 the	 bar	 for	 entrance	 is	 also	
very important.
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Now, Mr. Saito, how about you? You just 
got back from Paris yesterday, and you must 
be a little tired, but could you share with us 
your thoughts including your impression of 
Japan after being away for a while?

Saito: I am really happy to be back in Japan. 
Today, I would like to express my gratitude 
once again for allowing me to be here with 
all those distinguished researchers and pro-
fessionals from across Japan who have been 
promoting ESD.

What	 I	 presented	 in	 the	 morning	 ses-
sion may have been, in a sense, a matter of 
course for you, but I believe it is important 
to verbalize these things, present them, and 
share them at a symposium like this. By ver-
balizing what is obvious and sharing it in this 
forum,	I	wanted	to	reaffirm	that	the	mutual	
affinity	between	ESD	and	the	Japanese	gov-
ernment curriculum guidelines is one of the 
strengths of the Japanese education system, 
and I would appreciate it if you could view it 
that way.

I mentioned earlier that I spent two years 
to promote the widespread use of the Japa-
nese government curriculum guidelines in Hy-
ogo Prefecture, and I have been engaged in 
ESD for a year at UNESCO. These experiences 
have convinced me that the proliferation of 
the broad concept of ESD makes it easier to 

use	ESD	as	a	tool	in	the	field	of	education.
The Japanese education ministry has 

revised the curriculum guidelines, and some 
parts of the guidelines require teachers to be 
more creative, which seems to contradict the 
ministry’s	efforts	to	promote	workstyle-re-
forms. However, from the standpoint of ESD 
and the SDGs, looking into ESD good practic-
es may help teachers promote the national 
curriculum guidelines, eventually resulting in 
the acceleration of ESD. In that sense, it may 
be useful to use the broad concept of ESD as 
a	tool	 in	 the	education	field.	This	 is	what	 I	
learned from the participants in this sympo-
sium today, and I keenly felt that it is a uni-
versal concept that works around the world, 
which impressed me once again.

Regarding the importance of interna-
tional exchange, another role I have to play 
is the promotion of international interac-
tion since I belong to the Japanese foreign 
ministry.	 Local	 issues	 become	 the	 starting	
point for ESD precisely because ESD is a bot-
tom-up approach, and you would start from 
those	 among	 the	 17	 SDGs	 that	 are	 easy	 to	
understand in your region or community. In-
ternational	 exchange	 benefits	 ESD	 because	
you discuss ESD with other countries and re-
gions, which can bring up other subjects that 
may not appear with a bottom-up approach 
at a local level. I felt that international in-
teraction is important because in addition 
to core issues in the region or local commu-
nity, you can recognize challenges that have 
not been perceived in local bottom-up initi-
atives, leading to more diverse and broad-
er ESD activities. Also, in terms of give and 
take, as a giver, Japan can make suggestions 
to	other	countries	regarding	ESD	and	the	17	
SDGs because of our extensive and various 
experiences with natural disasters. In Paris, 
just one earthquake freaks everyone out. I 
had been in Abu Dhabi, UAE until the day be-
fore yesterday. They have a lot of buildings 
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with unusual designs that would never work 
in	Japan.	We	could	provide	people	in	the	UAE	
with information on earthquakes and oth-
er disasters. In fact, at Japanese schools in 
the UAE, Japanese and local children study 
together at the school. I think that interna-
tional	exchange	can	bring	the	greatest	effect	
in terms of enriching ESD activities and that 
there is still room for growth although there 
is an issue of language in continuing the ac-
tivities as Ms. Morohashi mentioned earlier. I 
believe that our foreign ministry can help in 
this regard.

I strongly encourage young people to 
come to UNESCO. The headquarters of UNE-
SCO are like a cultural property serving as a 
kind of a global cultural hub. You can see a 
painting by Picasso hanging in the hall. I have 
given site tours to students and visitors 
from Japan dozens of times, and there are 
so many things worth seeing in the building, 
and I really enjoy explaining them to visitors. 
There	are	people	 from	194	countries	work-
ing at the headquarters of UNESCO. I believe 
that for young people, UNESCO is worth 
coming even just for looking at those peo-
ple.	The	United	Nations	now	has	193	member	
states,	while	UNESCO	has	194	countries.	Is-
rael	and	Liechtenstein	are	not	members,	but	
the Cook Islands, Niue, which is a territory of 
New Zealand and Palestine have joined UN-

ESCO as nation states, making it a total of 
194	countries.	We	have	people	 from	almost	
all countries around the world, so no matter 
where you go inside the building, it’s a micro-
cosm of the world. Visiting such a place be-
fore getting involved in ESD activities brings 
significant	awareness	to	young	people	about	
many things, so I strongly encourage them to 
come to UNESCO.

I am the youngest of all the commenta-
tors	here,	but	I	would	like	to	briefly	provide	
some	 additional	 information.	 Let	 me	 start	
with “post-SDGs” that I talked about in my 
presentation. The term Ssustainable Devel-
opment” has been used for a long time, but I 
wonder if “Development” word will remain in 
the future. In my opinion, it can be replaced 
with a more general term, such as “Sustain-
able Society” or “Sustainability.” The year 
2030	 will	 be	 here	 in	 no	 time,	 so	 I	 expect	
discussions on the SDGs and ESD to heat up 
globally. In a sense, this gives us opportuni-
ties, and I think Japan must capitalize on it 
to demonstrate its presence in this global 
trend.

As Dr. Oikawa as moderator mentioned, 
today, all-star members have gathered in this 
form here in Nara, from not only Japan but 
also around the world to promote ESD.

UNESCO has something called the Nara 
Declaration.	World	heritages	used	to	be	pre-
served based on the premise of stone cul-
ture, but for example, in Japan, there is a 
famous ritual called “Shikinen Sengu,” which 
is the renewal of a shrine that takes place 
once	 every	 20	 years.	 This	 ritual	 involves	
wood, and Nara was the place where discus-
sions	began	for	the	first	time	that	we	should	
accept cultural diversity in world heritages 
including the Japanese ritual, encompassing 
the culture of sand, wood, paper, and so on in 
addition	to	the	culture	of	stone.	That	was	30	
years ago. In terms of the position of Nara 
at UNESCO, today’s symposium will not lead 
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to making another Nara Declaration, but I ex-
pect this will lead to a stronger relationship 
between UNESCO and Nara.

I have another thing. It is a great honor 
to meet the ambassador of Uzbekistan today. 
The most important meeting for UNESCO is 
the General Conference, which is held once 
every two years, and the next most impor-
tant one is the Executive Board, which meets 
twice	a	year.	As	a	matter	of	fact,	the	2024	
UNESCO General Conference will take place 
in	Samarkand.	UNESCO	officials	will	go	there	
in droves, maybe by the thousand, so Samar-
kand will be drawing attention as a place for 
networking since a large number of people, 
such	as	1,500,	2,000,	or	3,000,	will	probably	
visit there from various countries. I hope to 
see the ambassador there again next year.

Lastly,	as	a	member	of	the	Japanese	for-
eign ministry, I will work with the education 
and environment ministries and lead the ef-
forts to create a large ESD movement by the 
Japanese government through measures such 
as adding ESD on the agenda of various meet-
ings. That way, I can hopefully return the 
favor to those of you who have helped me. 
Regarding ESD from an administrative view-
point, we discuss UNESCO schools at UNES-
CO this year, and for example, in collabora-
tion with countries such as Germany, we can 
gather countries that are advanced in ESD to 
share	 the	 best	 practices	 of	 ESD	 efforts,	 or	
we can propose such things at UNESCO’s ma-
jor conferences, including the General Con-
ference and the Executive Board. Sine mem-
ber countries are given the authority to make 
proposals, with the help of Ms. Morohashi at 
the Secretariat, I hope we can proactively 
lead initiatives for ESD as a member country.

Moderator: Thank you very much. He has 
provided us with a variety of ideas and in-
formation. I would like to ask Ms. Morohashi 
and Mr. Saito to realize the second Nara Dec-

laration by UNESCO. The name Nara means a 
country in the Korean language, so I hope we 
can work on something like that, involving 
South Korea, too.

Actually, I thought about issuing a decla-
ration	here	in	the	first	meeting,	but	I	thought	
it would be premature. I hope we can work on 
it so that we can make it happen next time. 
Thank you very much.

Now,	Ms.	Hyunsook.	We	would	like	to	have	
some comments from you, including your im-
pression of today, please.

SEO: Thank you. This is additional informa-
tion. In my presentation, I talked about a lot 
of things in terms of collaboration between 
ESD and Global Citizenship Education and 
cooperation with Japan. I understand that 
many experts, including senior experts, are 
here today.

So, I was able to listen to their presenta-
tions and talks and have learned how they 
have contributed to ESD, which has given 
me an idea about what we can do to further 
strengthen ESD. I also felt there are various 
possibilities. In terms of youth programs, we 
collaborate with South Korea in many ways, 
including the UNESCO Chair Program, but I 
felt we can collaborate more for many things.

In South Korea, the national and local 
governments are actively promoting educa-
tion, with ESD at the center. Regarding how 
teachers and students should be involved in 
ESD, we have various studies and initiatives 
and develop exchange programs, working 
together with Japan and Japanese schools. 
This	collaboration	has	been	going	on	for	24	
years.	 Through	 the	 ACCU	 (Asia-Pacific	 Cul-
tural Centre for UNESCO), we are promoting 
the Global Citizenship Education in the Asia 
Pacific	 region	 with	 government	 assistance.	
With	this	ACCU,	we	implement	the	Global	Cit-
izenship Education Program in South Korea 
and other places such as Miyagi and Fukush-
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ima in Japan. Four years later, these schools 
also joined the program. Miyagi University 
of Education invited young teachers and uni-
versity students to exchange views on top-
ics, such as what kind of initiatives they can 
implement together, overcoming various bar-
riers that exist in workplaces in South Korea 
and Japan. I believe things like this are very 
important in bringing about changes and fur-
ther promoting ESD.

Through	this	exchange	program,	50	Jap-
anese teachers were invited in July, includ-
ing both ASP teachers and non-ASP teachers. 
They exchanged various opinions and also 
held	a	workshop.	We	found	that	we	share	the	
same problems, and that schools and local 
communities in rural areas are working to-
gether to address common challenges.

After that, my division created teach-
ing	materials	to	learn	about	World	Heritage	
sites.	This	year	marks	the	30th	anniversary	
of	our	World	Heritage	Education	Program.	We	
also produced a videotape. In July last year, 
we	held	a	workshop	with	25	Japanese	peo-
ple, and this year we held another one using 
the teaching materials we created last year. 
Then, we organized a UNESCO talks to dis-
cuss	issues	that	we	currently	have.	Last	year,	
we worked with teachers and also invited 
young	teachers.	We	have	 created	a	place	 to	
discuss current issues. 

Another thing is activities to promote 
exchange. This is an ESD project. ACCU in Ja-
pan is committed to this project and is coor-
dinating between Korea and Japan. This year, 
we plan to select discussion subjects that 
will enable the two countries to talk about 
the challenges both countries share. It will 
be	online	platform,	 an	online	 classroom.	We	
also plan information sharing as well as pro-
posing	 solutions	 to	 the	 common	 issues.	We	
are currently matching schools and identi-
fying issues that the schools currently have. 
I think school collaboration and networking 
are important. Providing opportunities to 
exchange opinions and work together is im-
portant, and collaboration with teachers and 
ASP schools is necessary. Even if you live in 
the same country, cities and suburbs have 
different	problems,	but	some	of	their	prob-
lems can be common. So, information sharing 
is important for school teachers, whether 
they are local teachers, UNESCO members, or 
from UNESCO schools (ASPnet).

We	 face	 global	 challenges,	 climate	
change, digital transformation, and we also 
have issues of diversity in terms of people 
and culture. There have been many chang-
es, but online interactions have increased. 
I think communicating online can be one of 
useful	tools	when	there	is	a	time	difference	
or	traveling	is	difficult.	We	have	more	oppor-
tunities	for	online	classes	now.	We	can	also	
exchange information by sharing teaching 
materials and discussing issues online.

Moderator: Thank you very much. Actually, I 
had	one	more	question	finally.	What	shall	we	
do? 

Well,	 I	would	 like	 to	 ask	Ms.	Morohashi	
and	Dr.	Michida	to	answer	briefly.

In	 fact,	 it	 has	 been	 about	 20	 years	
since	ESD	started.	It	has	been	20	years	and	
has	 flown	 by	 so	 fast.	 Japan	 proposed	 ESD	
in	2002,	 and	now	 it	 is	2024.	We	have	been	
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working hard all this time, but my latest lit-
tle	dilemma	is	that	in	spite	of	our	20	years	
of hard work, the world may be moving in the 
opposite direction from the world we aim for. 
I have been engaged in ESD at local, nation-
al, and global levels so far. I have contributed 
to establish “Japanese ESD Implementation 
Plan”	and	led	the	efforts	as	the	chairman	of	
the ESD Roundtable Meeting in Japan. How-
ever, I cannot help thinking that our direc-
tion may be deviated a little bit from that of 
the world. I feel we should take this oppor-
tunity to resolve that.

As a matter of fact, that is reason why I 
wanted to do this international symposium. I 
wanted to raise awareness that we would be 
in big trouble if we do not manage to change 
the situation at this point. Just implement-
ing	ESD	is	not	good	enough.	We	here	people	
say,	“We	are	learning	about	ESD”	or	“We	are	
having enjoyable classes.” However, I strong-
ly doubt that just doing ESD like that can 
change the world, and I wanted to hear some 
wisdom from the participants and share it 
with you as much as possible.

So, I would like to conclude this session 
by asking two experts about this issue. 

Morohashi: I will be brief. That is a very dif-
ficult	question.

In my view, ESD is “Care.” It is about car-
ing about people, those close to you, including 
yourself, other people, and those at overseas 
who are not here right now, or even the hu-
manity in the future. Also, a feeling of care 
for the natural world. Since humans are con-
sidered to be part of the natural world in Ja-
pan, this kind of thinking sits very well with 
Japanese people. I believe that ESD is about 
nurturing people so that they can demon-
strate empathy to understand these things 
and feel the urge to do something for people.

Conceptually, this may sound great, but 
in this world, there are always things that 
are	 contradicting	 or	 conflicting	 each	 oth-
er. At schools where there are teachers in a 
leadership position who understand these 
things, ESD perhaps works very well. On the 
other hand, there are also schools that con-
sider academic learning for entrance exam 
preparations to be the most important. Cul-
ture	may	differ	depending	on	the	school.	The	
same may be true in other places outside the 
school, such as the world of business. I think 
that there are always things around the world 
that	 are	 conflicting	 each	 other,	 and	 you	 can	
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also	see	such	conflicts	or	contradictions	when	
developing policies and implementing them.

Another problem is that perhaps some 
of these leaders personally understand these 
things and take various actions, but they act 
separately and not in a concerted way, which 
is	causing	significant	and	unfortunate	prob-
lems. I often see this in various countries.

So, if you look at ESD from the perspec-
tive of developing future leaders, maybe it is 
changing gradually. For example, in terms of 
economic aspects, you do not have to sacri-
fice	yourself	to	implement	ESD.	It	should	be	
beneficial	 or	 profitable.	 There	 are	 cases	 in	
which young people’s innovative ideas have 
generated a new form of economic power, so I 
would like young people to destroy with their 
young power what we have today and create 
new	models.	We	will	definitely	give	them	full	
support for that. I feel this is the area where 
we should focus more and take time.

Moderator: Thank you very much. That is 
right. It is also true that you do not see any 
progress because you have not done things 
right. I think the two keywords here are 
youth and collaboration. 

Dr. Michida, may I ask you?

Michida: I will make it brief and simple. I think 
there	are	a	lot	of	things	that	are	insufficient	
as well as problems, but from my perspective, 
it is the lack of intersectorality.

I mention so as to prevent confusion, if 
you involve students up to high school with-
out the involvement of experts, while saying 
“Creating a sustainable society requires an in-
terdisciplinary	approach,”	“It	 is	a	significant	
problem,”	or	 “It	 is	difficult,”	 it	would	create	
confusion	or	make	things	difficult.	Therefore,	
I think that people at an expert level should 
engage in activities that are intersectoral in 
real sense.

I am not sure if involving experts is real-
ly doable, but in the morning sessions today, 
we heard several times about the ESD Global 
Net Conference held at UNU in December. On 
the next day of the conference, in the same 
week, we had a symposium to discuss the role 
of science in creating a sustainable society.

There	are	many	scientific	groups	in	Jap-
anese	National	Commission	 for	UNESCO.	We	
have MAB (Man and the Biosphere), the IHP 
(Intergovernmental Hydrological Programme) 
dealing with water issues including recy-
cling water, and the IOC (Intergovernmental 
Oceanographic	 Commission).	 We	 have	 these	
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three groups, and we all know each other. 
Regarding the subcommittees in Japan, Mr. 
Watanabe	chairs	MAB,	and	Mr.	Taikan	Oki	the	
IHP.	 I	 am	 the	 chair	 of	 the	 IOC.	We	all	 know	
each other, and there must be something we 
can do together, but we have not been able to 
work out something. However, we have just 
started talking to make it happen.

If we talk to the Secretariat, they agree 
but nothing happens. So, we are becoming ar-
ticulate and trying to do something togeth-
er	at	least	in	the	scientific	field	in	Japan.	If	
we can really initiate intersectoral activi-
ties with the involvement of the educational 
field,	I	believe	that	will	move	us	forward.

Moderator:Thank	 you	 very	 much.	 We	 have	
received very powerful and thought-provok-
ing advices from them.

If I am allowed to summarize it, I think 
it is important to “Take a Common Cause to-
ward a Sustainable Development.” Taking the 
same action matters. If we do not go beyond 
the	barriers	of	fields,	specialties,	or	sectors,	
we would be in a hopeless situation.

Looking	 at	 the	 current	 situation,	 in-
cluding climate change and the ocean is-

sues, I have a very strong sense of crisis. I 
am really wondering how many people have a 
sense of crisis about the possibility that the 
days might be approaching when we can no 
longer have classes or study math at school. 
It	would	be	fine	with	me	because	I	have	lived	
a long time, but if we think about our chil-
dren or our grandchildren’s generation, this 
situation	could	be	definitely	not	acceptable.

Someone mentioned about “Fear” earli-
er.	Was	 it	Dr.	Hyuncheol?	 I	 strongly	 believe	
that we must have such a sense of crisis and 
work	 together	 with	 a	 sense	 of	 fulfillment	
and courage to address the current situation. 
Otherwise, we would end up in a horrible and 
unsustainable situation. 

I have obtained some useful hints and 
suggestions in this symposium today, so I will 
take	some	time	to	reflect	on	them	and	com-
pile a report. Then, I hope we can take a step 
forward next time to make it happen.

　Thank	 you	 very	 much	 today.	 Please	
give a big round of applause to these com-
mentators.

(Applause)
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シンポジウム成果報告（アンケート表示）

ESD 国際シンポジウム／International Symposium on ESD【アンケー ト】

1. 本シンポジウムへ参加してみていかがでしたか？	How	were	you	satisfied	with	this	symposium?
・大変満足/Excellent	・満足/Very	Good　・普通/Good　・あまり満足ではない/Fair・満足ではない/Poor

2. 本シンポジウムのどのパートが印象的でしたか？ 
Which	part	of	the	symposium	was	the	most	impressive?
A）基調講演/Keynote	Speech　B）各国・各セクターからの提言/Presentation
C）実践発表/Show	Case　D）パネルディスカッション/PanelDiscussion　E）総括/Closing	Session

3. どなたの講演や発表に興味をもちましたか？	Which	lectures	or	showcases	were	you	interested	in?
A）基調講演：諸橋	淳氏／Keynote	Speech：Ms.	Jun	MOROHASHI
B）提言：斉藤	眞氏／Presentation：Mr.	Shin	SAITO
C）提言：ソ・ヒョンスク氏／Presentation：Ms.	Hyunsook	SEO
D）提言：道田	豊氏／Presentation：Dr.	Yutaka	MICHIDA
E）提言：ムクシンクジャ	アブドゥラフモノフ氏／Presentation：Dr.	Mukhsinkhuja	ABDURAKHMONOV
F）提言：ティム・ジョーンズ氏／Presentation：Mr.	Tim	JONES
G）実践発表：アタポル・アヌンタヴォラサクン氏／Show	Case：Dr.	Athapol	ANUNTHAVORASAKUL
H）実践発表：ムザイリン・アフファン氏／Show	Case：Dr.	Muzailin	Affan
I）実践発表：杉村	美紀氏／Show	Case：Dr.	Miki	SUGIMURA
J）実践発表：キム・ヒョンチョル氏／Show	Case：Dr.	Hyuncheol	KIM
K）実践発表：宮下	俊也・中澤	静男／Show	Case：Mr.	Toshiya	MIYASHITA・Mr.	Shizuo	NAKAZAWA
L）実践発表：苗代	昇妥／Show	Case：Mr.	Shota	NAWASHIRO
M）パネルティスカッション／Panel	Discussion
N）総括／Closing	Session

4. 本シンポジウムからこれからの自身の活動に参考になったり、活かせたりする点はありましたか？ 
Did	you	find	anything	useful	for	your	future	activities	from	this	symposium?

A）ある/Yes　B）わからない/Not	sure

5. どのようなことを活かせそうですか？how do you think you can make use for future activities?
自由記述

6. その他、本シンポジウムについてのご意見・ご感想がありましたら、自由に記述してください。
If	you	have	any	other	comments,	Questions	or	suggestions	for	this	symposium,	please	write	in	below.

自由記述
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シンポジウム成果報告（アンケート内容）

ESD 国際シンポジウム／International Symposium on ESD【アンケー ト結果】

1. 本シンポジウムへ参加してみていかがでしたか？  
How	were	you	satisfied	with	this	symposium?
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A）基調講演：諸橋淳⽒／Keynote Speech：Ms. Jun 
MOROHASHI
B）提⾔：⻫藤眞⽒／Presentation：Mr. Shin SAITO

C）提⾔：ソ・ヒョンスク⽒／Presentation：Ms. Hyunsook 
SEO
D）提⾔：道⽥豊⽒／Presentation：Dr. Yutaka MICHIDA

E）提⾔：ムクシンクジャアブドゥラフモノフ⽒／
Presentation：Dr. Mukhsinkhuja ABDURAKHMONOV
F）提⾔：ティム・ジョーンズ⽒／Presentation：Mr. Tim 
JONES
G）実践発表：アタポル・アヌンタヴォラサクン⽒／Show 

Case：Dr. Athapol ANUNTHAVORASAKUL
H）実践発表：ムザイリン・アフファン⽒／Show Case：Dr. 
Muzailin Affan
I）実践発表：杉村美紀⽒／Show Case：Dr. Miki SIGIMURA

J）実践発表：キム・ヒョンチョル⽒／Show Case：Dr. 
Hyuncheol KIM
K）実践発表：宮下俊也・中澤静男／Show Case：Mr. 

Toshiya MIYASHITA・Mr. Shizuo NAKAZAWA
L）実践発表：苗代昇妥／Show Case：Mr. Shota NAWASHIRO

M）パネルティスカッション／Panel Discussion

N）総括／Closing Session

4. 本シンポジウムからこれからの自身の活動に参考
になったり、活かせたりする点はありましたか？ 
Did	 you	 find	 anything	 useful	 for	 your	 future	
activities from this symposium?
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5. どのようなことを活かせそうですか？
• 若者の活用
• 学校教育だけでなく、社会教育にも視点をお
いて地域と連携しながら実践していきたい。

• 再生型農業のお話で、生物多様性が土の中の
微生物にもあるという視点が今までに感じた
事が無かったし、視野が広がったので、授業
をデザインすることに活かせそうです。また、
ユースとの関わりは構想の中にあるので、来年
度、実現したいと思います。

• ESD	を起点とする国際連携が重要である。
• 学校は小さいコミュニティでおさまらずに、外
に目を向ける、さらに外国に目を向けていく

• 2030 年とその先を見据えて、ユースとして
ESDの発展のために出来ることを考えたいと
思いました。若手教員とユネスコクラブなどの
学生さんがコラボして何かアクションを起こせ
るといいなと思います。

• 各地域の文脈でESDに取り組むことが、国際
協力にもつながる点

• ユネスコスクール間の連携が必要である
• 各国での取組から、日本での課題が改めてみ
えてきた。若者、こどもがラディカルに社会
課題を自分事としてとらえ考え、行動、提言し
たくなるような環境づくりに取り組みたい。

• 国によって持続可能性の課題がよく分かった。
しかし、気候変動、人権、平和などは共通の
課題になるのではないかと感じた。また、こ
どもの力をもっと信じるべきだと強く感じた。

• 子供たちへの「教育」が未来を変えるために
不可欠であるということを再確認することがで
きた。その教育はＥＳＤの重要性を捉えた教
師や関係者で行われることが不可欠であるこ
とを踏まえ、若い教員にもＥＳＤの必要性、重
要性をしっかりと伝えなければならないという
思いを強くすることができた。またＥＳＤは思
想や立場を超えて世界でその重要性が認識さ

れていることも伝えたい。
• 学習指導要領をきちんと読み解くことでＥＳＤ
の推進となる。これをよりどころに推進に努め
たい。

• ＥＳＤやユネスコスクールに関する知識を初め
て得ることができた。ＥＳＤを知らない現場の
先生や、ユネスコスクールとは直接接点がな
い学校とどのように協働していけるか・・・が
今後の課題だと感じた。

• 例えば、スマトラ地震と東日本大震災の教訓
を共有し、よりよい防災へ、減災へつなげる
ことに感銘を受けました。国をこえてのつなが
りが私たちのくらしの安全、平和につながるこ
とを実感できたことです。

• Pact	for	the	Futureに教育、ＥＳＤの要素が
きちんと含まれるよう働きかけにいきたいと思
います。昨年１１月の１９７４年勧告の改定の
成果をきちんと日本の教育政策に反映させる
ような働きかけを進めたいと思います。

• ＥＳＤはボトムアップ、だがＩＯＣーＵＮＥＳＣ
Ｏから昨年７月に出されたCall はＥＳＤの中で
海洋リテラシー教育を含めるよう「求める」い
わばトップダウン。海洋とＥＳＤ全体の関係に
ついて、改めて考え直す必要があると感じまし
た。

• コミュニティと多様性へのアプローチ・科学、
技術、知識の重要性。知識、情熱、楽しみ、
そして分かち合いのつながり。

• 世界との連携が重要であり、今後シンポでの
宣言をもってもっとより深く連携できる仕組
み、システムが作れそうな気がしました。

• 今後の教育現場の実践に生かしたい。また教
育委員会にも提言していきたい。

• 大学における教職科目における講義　ゼミに
おける教員養成への取り組み

• 多様なセクターとの目的を同じくした連携
（パートナーシップとネットワーク）
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• ＥＳＤの成果の検証
• 社会を生き抜く人となるという自己実現のあり
方という視点はあらゆる教育活動に活きると
感じた。

• 各国との交流を考えると、その交流の切り口
となりそうなトピックが見つかったこと。

• 若手、ユースの育成・海外との交流・学校現
場でのＥＳＤのさらなる推進が重要

• 大阪万博における奈良県事業との連携を図る
• 国際交流および各国関係機関やセクター同士
の連携がより一層必要になってくるのだと改め
て感じました。

• 5カ国で1つのプロジェクトを立ち上げ、行動
を起こそう。

• 現地の状況に適応すること・海外パートナーの
ポテンシャルを活用すること

• 若者×教員である人々向けに、教員研修を行う
重要性を再確認したため、自身の現場で早速
取り組みたい。

• ESD は教育のトランスフォームを求めており、
てそのことが質の高い教育を、担保すること。

• 子どもの取組は、of	the	child,	by	the	child,	
for	the	child	でなくてはならないと、再認識
できた。今後の ESD 推進事業の際に大切な
視点としたい。

• 社会科や総合的な学習の時間・生活科などでど
のように視野を広げて授業を組み立てていくか

• マルチステークホルダーをつないでいくという
点、地域との連携について考えていきたいと
改めて思いました。ありがとうございました。

• 今自分がしている「点」の仕事が、本当に線
になり、未来や世界のためになっているのか
と思うと、信念が揺らぎがちでした。ティムさ
んのお話を聞いて、点であっても、根をはって
力強く積み上げていくことはとても大切で価値
のあることだと感じることができました。あの
信念をもって、笑顔で生きる生き様を見習いた

いと強く感銘を受けました。パネルディスカッ
ションでは、このような会を催すことの意義に
ついて実感できました。

• ESDのベースはトランスフォームのためのバッ
クキャストのツール化だと考えていましたが、
そうではなく相互理解による仲良しクラブによ
るフォアキャストだったと認識する機会となり
ました。

• 第三者的な感想となり恐縮ですが、バラバラ
にやってる (やって来た) 事を、連携して取
り組み、これまでとやり方を変える (scrap&	
build) 等、確実に前に進める様に頑張って頂
きたいと思います。

• ユースの皆さんに問いかけ、問題意識や考え
を引き出す方向のSDGsガイドを実践したいと
感じることができた。

• ユースへの期待やユースの重要性がわかりまし
た。

• 他の国のESDの実態を知ることができたこと
で、国際的な視点をもって今後の実践の計画、
指導に活かすことができる。

• 各国、とても実践的であり、学校教育に社会
教育が深く根付きだしていることが分かりまし
た。私は自然環境保全のコンサルをしていま
すので、ESDが SDGｓと深くリンクした学習
が広がっていることを考えると伝える機会や場
を得るためにより積極的にアプローチすべきと
感じました。

• ESDの取組を自校のカリキュラムに組み込みた
い。ユネスコスクールへの応募を検討したい

• 基調講演で、メデイア情報リテラシーを指
摘していたこと、ユネスコ日本政府代表部斉
藤氏コメント、教育振興計画に「ESD は top	
priority」としてある」こと。

• ESDはやらなくてもいいことではなく、必ず実
践できるように次の世代、大人以上にも伝え
ていく責任があることが良く分かった。
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6. その他、本シンポジウムについてのご意
見・ご感想がありましたら、自由に記述し
てください。

• よかったです。ありがとうございました。普段、
お話を聞けない他国の方々からもお話を聞か
せて頂けて、とても刺激になりました。

• ESDと関連分野について理解を深める貴重な
機会であり、奈良でこのような国際会合が開
催されたことはたいへん意義深いと思います。
参加させていただき、ありがとうございます。

• ユネスコスクールを日本全ての学校の加盟を
目指す。

• 気候変動は子どもが自分ごとにするのが大変
難しいことです。世界では子どもにどう取り組
ませているのか知りたかったです

• 奈良でこのような素晴らしいゲストの皆さんを
迎えての国際シンポジウムが開催されたこと、
及川先生、中澤先生をはじめ、教育大の先生
方のご尽力の賜物です。こんなにユースの参画
について話題が上がると思っておらず、教育大
卒の若手教員として大変誇りに思うとともにそ
の責任を感じました。また次回開催されるこ
とがあれば、ユースの参画について、中高大
学生、若手教員などのパネルディスカッション
が出来ると面白いかもしれません。

• 貴重な学びの機会をありがとうございました。地
道にESDに取り組んでいますが、これだけ世界
的に注目されて評価されている教育活動である
ことを再認識し、さらに実践意欲が湧きました。

• 各国からの貴重な話が聞けて大変勉強になっ
た。違いを知るということは相互理解に大変
重要であるのでよい機会であった。ＥＳＤに
取り組むことは、グローバルな教育に取り組
んでいることと同じだと感じ、改めて元気をも
らった。すばらしいシンポジウムを奈良で開催
していただきありがとうございました。

• 日本、韓国のように先進国と呼ばれる国だけ

ではなくウズベキスタン、インドネシア、タイ
も含めての多様な国々による国際的なシンポ
ジウムを開催いただき、また参加機会をいた
だきありがとうございました。会場の雰囲気も
スタッフの皆さんの対応もとても素晴らしかっ
たです。同時通訳の方々の通訳もとても聞き
やすく、わかりやすかったです。大変素晴らし
いシンポジウムでした。

• 午前、午後の提言、実践発表の数が多かった。
もう少し少なくてもよいかも。内容を掘り下げ
て聞く時間があれば。パネルディスカッション
はおもしろかった。

• フロアディスカッションの時間がもう少しある
と良かった。それこそ若者の意見も聞いてみ
たかった。概ね内容は詰まっていて、新しい
境地を感じることができた。

• このような貴重な機会をいただきありがとうご
ざいました。関係者の皆様にお礼申し上げます。

• 良いシンポジウムだったと思いますが、やはり
時間管理の問題があったように思います。も
う少し個々のプレゼンテーションに対する議
論ができると良かったと思いました。

• プレゼンテーションとディスカッション・パネ
ルという多彩な形式が良かった。実践的でケー
スバイケースのアプローチは、最高の価値を
持つものだった。

• 奈良だけでなく各地で開催出来るようなしくみ
が必要と思う。

• このようなすばらしいシンポジウムの機会は少
ないので、大変ありがたかったです。勉強にな
りました。また開催してほしいです。

• 国際化の進展している大学等の教育機関では、
英語による授業が当たり前であり中高の英語
授業や小学校の外国語活動等授業もしかりで
ある。ただ、今回のシンポジウムも” 国際” と
名がついており、多くのシンポジストも国際機
関に携わっているので、こうしたやり方も悪く
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はないが、オーディエンスの多数が日本人であ
り、敢えて英語を公用語にして行う必要性は
あるのか疑問に思う。良い機会ではあったが、
ＥＳＤの実践の多くがやはりグローカルな立場
でやっていることを考えると、日本語を公用語
にして、通訳は英語というやり方が国際化の遅
れている日本には妥当のような気がした。

• 地域に根ざしたＥＳＤのテーマを明確化させ、
そこを根拠に全国的、国際的視野でネットワー
クで実践を深めることが大切ですね。奈良教
育大のユネスコクラブの実践報告は素晴らし
かった！！

• テーマに即した国際シンポジウムを、持続的
に展開することが日本の教育機関には大切だ
と思う。

• ＥＳＤには「地球市民」の発想が必須だと思う。
奈良ドキュメント（世界文化遺産）の重要性に
最後に触れた。これは良かった。

• ぜひ今回だけでなく、このシンポジウムも持
続可能なものであって、参加国の交流ができ、
深まることを希望します。来年度もぜひ参加す
る機会をいただきたい。

• 今後もたくさんの方と交流する機会を作ってい
ただけると大変嬉しいです。

• 毎年開催してください
• 地球規模の問題は地球規模で話し合い、地球
規模で学び合わなければならないと改めて思
いました。それができる教師にならなければ
ならないと考えます。

• 時間配分がよくわからなかった。昼ご飯の場
所がわからなかった。道がわかりにくかった。
暑い。端的に話をしてほしいです。

• すばらしいゲストの皆様をお呼びくださりあり
がとうございました。

• 多様な国家につながる多様な立場の人の話を
聞くことができてよかったです。世代をネガティ
ブに意識せず、目的を共有した人たちと対等

にESDを推進していきたいです。.
• WEB（オンライン）開催を継続してほしい。
• 家族がコロナになったため、会場参加を自粛
してウェビナー参加にさせていただきました。
通訳があってとても助かりました。パワーポイ
ントの資料が画面では見づらいときもあったの
で、資料が手元に欲しいのですが、いただけ
ませんか。

• 日本の指導要領がESDの教科書であることを
弁証法的に否定することが出来ないディスカッ
ションのどこに意味があるのでしょうか。人
間のくらしに起因した地球環境の急激な変化
への待ったなしの対応が求められている中で、
トランスフォームへの言及が最終総括まで中
心テーマにならないことが、20 年間の ESD
の到達点そのものだと受け止める必要がある
のではないでしょうか。

• 最初に、この度貴重な講演を聴ける機会を頂
き、ありがとうございました。時間の都合で、
午後からの講演しか聞けなくて残念です。ま
とめ報告等で、講演要旨(ダイジェスト)があ
るとありがたいです。

• 都合によりユネスコクラブの学生さんの発表か
らの視聴となりました。それ以前の発表につ
いて、アーカイブを拝見できればありがたく思
います。なんらかの方法でご検討いただけな
いでしょうか？

• 及川先生に、有識者の提案をまとめていただ
き、これから生徒と向かうべき方向性が見え
てきました。及川先生ありがとうございました。

• たいへん貴重な会に参加させていただき、あ
りがとうございました。山形のESDもよろし
くお願いいたします。

• 各国の取り組みと軸足みたいなものが知り
えたことは大きかったです。一方で、日本
国内での動きについては、人材育成と国際
貢献の点ではご報告がありましたが、日本
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が目指す ESD ビジョンがあるのか掴めま
せんでした。災害が多い国であり、島国で
あることから、食料やエネルギーの確保な
ど、しっかり考えて仕組みを作るべきこと
が多々ありますので、物足りなさは感じま
した。貴重な学びの機会をありがとうござ
います。

• 一日中刺激と感動に溢れた貴重な時間となり
ました。ありがとうございました。

• 当初，対面での参加を希望していましたが，
体調不良で，Zoomでの参加に切り替えさせて

いただきました。斎藤眞氏の突き詰めれば学
習指導要領とESDが理念としてつながるとい
うご指摘や，「どういう人生を生きるのか」「社
会を生き抜く」力など共感することが多く力づ
けられました。

• 奈良教育大からの意欲的な発信に感謝です。
海外のESDの取組を知る機会ともなり、参考
になりました。

• より多くのユースの話も聞きたい。何か決意表
明や宣誓などのアウトプットがあると良い。



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

228

5. How do you think you can make use 
for future activities?

• Youth Participation
• We	would	like	to	practice	not	only	school	

education but also social education with a 
view to collaborating with the community.

• I had never felt before that regenerative 
agriculture has a perspective that biodi-
versity is also in the microorganisms in the 
soil, and it has broadened my perspective. 
I would like to utilize this in the design of 
my classes. I would like to make use of this 
in the design of my classes. Also, I have a 
plan to work with youth, and I would like 
to realize this plan next year.

• I think it is important to have internation-
al collaboration starting from ESD.

• I think we should look outward, and even 
more outward to foreign countries, in-
stead of staying in our small communities 
at school.

• I wanted to think about what we as youth 
can	do	for	the	development	of	ESD	in	2030	
and beyond.I hope that young teachers 
and students from UNESCO clubs and oth-
er organizations can collaborate to take 
some action.

• I think the point that working on ESD in 
the context of each region can lead to in-
ternational cooperation can be applied to 
future activities.

• I think there is a need for cooperation be-
tween UNESCO schools.

• I think that the initiatives in each country 
have given us a new perspective on the 
issues	 in	Japan.	We	would	 like	to	create	
an environment in which young people and 
children can think radically about social is-
sues as their own, and want to take action 
and make proposals.

• I could understand the sustainability chal-
lenges in different countries. However, I 
felt that climate change, human rights, 

and peace would be common issues. I also 
felt strongly that we should have more 
faith in the power of children.

• We	were	able	to	reaffirm	that	“education”	
for children is essential for changing the 
future. The fact that such education must 
be conducted by teachers and others 
who understand the importance of ESD 
strengthened my conviction that we must 
convey the necessity and importance of 
ESD to young teachers as well. I would also 
like to convey that the importance of ESD 
is recognized around the world, regardless 
of ideology or position.

• I would like to promote ESD by reading the 
Courses of Study properly.

• I was able to gain knowledge about ESD 
and UNESCO schools for the first time. I 
felt that our future challenge is “how to 
collaborate with teachers who are not fa-
miliar with ESD and schools that do not 
have direct contact with UNESCO Schools.

• I was impressed by the sharing of lessons 
learned from the Sumatra earthquake and 
the Great East Japan Earthquake, which 
will lead to better disaster prevention and 
disaster mitigation. I was able to realize 
that connections across national borders 
lead to the safety of our lives and peace.

• I would like to urge the inclusion of educa-
tion and ESD elements in the “Pact for the 
Future” . I would like to promote efforts 
to ensure that the results of the revision 
of	the	1974	recommendations	made	in	No-
vember	last	year	are	reflected	in	Japan’ s	
education policy.

• ESD is bottom-up, but the Call issued by 
the IOC-UNESCO in July last year was 
top-down, so to speak, calling for marine 
literacy education to be included in ESD. 
I felt that we need to rethink the relation-
ship between marine literacy and ESD as a 
whole.

• Community	and	diversity	approach.	・The	
relavance of science,t echnological and 
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knowledge.	・linkage	of	knowledge,pasion,-
fun and sharing.

• It is important to collaborate with the 
rest of the world, and I felt that we could 
create a structure and system for deeper 
collaboration in the future with the decla-
rations made at the symposium.

• We	would	like	to	make	use	of	this	informa-
tion in our future educational practices. 
We	would	also	like	to	make	recommenda-
tions to the Board of Education.

• Lectures	 in	university	teaching	courses・
Approaches to Teacher Training in Seminars

• Collaboration with diverse sectors with 
similar objectives (partnerships and net-
works)・Verification	of	ESD	outcomes

• I felt that the perspective of self-realiza-
tion as a person who can survive in society 
can be applied to all educational activities.

• I found a topic that might be a good start-
ing point for exchanges with other coun-
tries.

• Training	of	young	people	and	youth	・Ex-
change	with	Foreign	Countries・Further	
promotion of ESD at schools

• Collaborate with Nara Prefecture projects 
at Osaka Expo

• I was reminded of the need for more inter-
national exchange and collaboration among 
relevant organizations and sectors in each 
country.

• Let’ s	make	action	by	initiate	one	project	
together	among	5	countries.

• To	adapt	to	 local	conditions	・to	use	the	
potential of foreign partners

• I have reaffirmed the importance of pro-
viding teacher training to young teachers 
and would like to immediately address this 
in	my	own	field.

• I think that ESD calls for a transforma-
tional change in education, and that this 
will ensure quality education.

• I was able to reaffirm that children’ s ef-
forts must be “of the child, by the child, 
for the child” . This will be an important 

perspective for future ESD promotion pro-
jects.

• How to broaden the perspective and con-
struct lessons in social studies, integrated 
learning time, life studies, etc.

• I would like to reiterate that I would like 
to think about the point of connecting 
multi-stakeholders and collaboration with 
the community. Thank you very much.

• My beliefs tended to waver when I won-
dered if the “dot” work I was doing now 
was really becoming a line and benefiting 
the	future	and	the	world.	Listening	to	Tim’s	
talk, I could feel that even if it is just a 
dot, it is very important and valuable to 
put down roots and build up powerfully. I 
was strongly impressed to learn from his 
way of life with that conviction and smile. 
The panel discussion made me realize the 
significance	of	holding	such	a	meeting.

• I had thought that the base of ESD was 
tooling backcasting for transformations, 
but this was an opportunity to recognize 
that it was not so, but rather forcasting 
by a club of good friends through mutual 
understanding.

• I would like you to work hard to ensure 
that what you are doing (or have been 
doing) separately will move forward by 
working together and changing the way 
you have been doing things (scrap & build).

• I felt that I wanted to implement the SDGs 
guide in a direction that asks questions of 
the youth and elicits their awareness of 
the issues and ideas.

• I understood the expectations of youth 
and the importance of youth.

• I was able to learn about the reality of 
ESD in other countries. Therefore, I can 
plan and teach future practices with an in-
ternational perspective.

• I found that social education is becoming 
deeply rooted in school education. As I am 
a nature conservation consultant, I felt 
that ESD should be approached more pro-
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actively to obtain opportunities and ven-
ues to communicate, given that learning is 
spreading deeply linked to the SDGs.

• I would like to incorporate ESD initia-
tives into my school’ s curriculum. Also, I 
would like to consider applying to UNESCO 
Schools.

• The fact that he pointed out Medea Infor-
mation	Literacy.	(From	the	keynote	speech)	
ESD is a top priority” in the Education 
Promotion Plan. (From the comment by Mr. 
Saito, Permanent Representative of Japan 
to UNESCO)

• I now understand well that ESD is not 
something that we do not have to do, but 
that we have a responsibility to pass it on 
to the next generation, adults and above, 
so that we can always practice it.

6. If you have any other comments, 
Questions or suggestions for this 
symposium, please write in below.

• It was good. Thank you very much.
• It was very stimulating to hear from peo-

ple from other countries whom I would not 
normally hear from.

• It is a valuable opportunity to deepen our 
understanding of ESD and related fields, 
and it is very significant that such an 
international meeting was held in Nara. 
Thank you very much for allowing me to 
participate.

• All Japanese schools should aim to join 
UNESCO Schools.

• Climate	change	is	very	difficult	for	children	
to make it their own. I wanted to know 
how children around the world are tackling 
it.

• I would like to thank Dr. Oikawa, Dr. Na-
kazawa, and all the professors of the 
University of Education for their efforts 
in holding this international symposium 
in Nara with such wonderful guests.As a 
young teacher who graduated from the 

University of Education, I was very proud 
of the event and felt responsible for it. If 
the next conference is held again, it would 
be interesting to have a panel discussion 
on youth participation among junior high 
school, high school, and university stu-
dents, young teachers, and others.

• Thank you very much for this valuable 
learning opportunity. I have been working 
on ESD steadily, but I was reminded that it 
is an educational activity that is attract-
ing so much attention and appreciation 
worldwide, and I am even more motivated 
to put it into practice.

• Thank you very much for this valuable 
learning opportunity. Since I have been 
steadily working on ESD, I was reminded 
that it is an educational activity that has 
received so much global attention and rec-
ognition, and I am even more motivated to 
put it into practice.

• Thank you very much for holding this in-
ternational symposium and giving us the 
opportunity to participate in such a diverse 
group of countries including Uzbekistan, In-
donesia, and Thailand, as well as developed 
countries such as Japan and Korea.The at-
mosphere	of	the	venue	and	the	staff	were	
wonderful. The simultaneous interpreters 
were very easy to listen to and understand. 
It was a wonderful symposium.

• There were too many recommendations and 
practical presentations in the morning and 
afternoon. I thought there could have been 
a little less. There should have been more 
time to listen to the presentations in depth. 
The panel discussion was interesting.

• I would have liked more time for floor 
discussion. I would have liked to hear the 
opinions of young people as well. General-
ly, the content was packed and I could feel 
new ground being broken.

• Thank you for this valuable opportunity. I 
would like to thank everyone involved.
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• It was a good symposium, but I still think 
there were some time management issues. 
It would have been nice to have a little 
more discussion on individual presentations.

• liked the versatile format of presentation 
and discussion panels. The practical and 
case-by-case approach of this symposiun 
was of highest value.

• I think it is necessary to have a system to 
hold the event not only in Nara but also in 
other places.

• I was very grateful for this wonderful 
symposium, as there are very few oppor-
tunities to have such a great symposium. I 
learned a lot. I hope you will hold it again.

• In universities and other educational insti-
tutions where internationalization is pro-
gressing, classes in English are the norm, 
as are English classes in junior high and 
high schools and foreign language activi-
ties in elementary schools. However, since 
the symposium is named “international” 
and many of the symposium speakers are 
involved with international organizations, 
this approach is not a bad one, but since 
the majority of the audience was Japa-
nese, one wonders whether it is necessary 
to use English as the official language. I 
doubt it. It was a good opportunity, but 
considering that most ESD practices are 
conducted from a glocal standpoint, I felt 
that using Japanese as the official lan-
guage and English as the interpreter would 
be more appropriate for Japan, which is 
lagging behind in internationalization.

• It is important to clarify the theme of ESD 
rooted in the community and to deepen 
the practice in the network from a nation-
al and international perspective on the 
basis of that theme. The report by the 
UNESCO Club of Nara University of Educa-
tion	was	wonderful!　I	think	it	 is	 impor-
tant for Japanese educational institutions 
to hold international symposiums on the 
theme on a sustained basis.I think the idea 

of “global citizenship” is essential for ESD. 
The importance of the Nara Document 
(World	Cultural	Heritage)	was	mentioned	
at the end. This was good.

• I hope that this symposium will be sustain-
able, not only this time, and that it will 
deepen and deepen the exchange among 
the participating countries. I would like 
to have the opportunity to participate in 
next year’ s symposium as well.

• I would be very happy to have the oppor-
tunity to interact with many of you in the 
future.

• please make this annually
• I was reminded that we must discuss glob-

al issues on a global scale and learn from 
each other on a global scale. I believe that 
we must become teachers who can do this.

• I didn’ t know how to allocate time. I 
didn’ t know where to have lunch. It was 
hard to find the way. It was hot. I want 
you to talk about it in a straightforward 
manner.

• Thank you for inviting our wonderful 
guests.

• It was good to hear people from diverse 
positions connected to diverse nations. 
I would like to promote ESD on an equal 
footing with people who share the same 
goals, without being negatively conscious 
of generations.

• Please continue to hold web (online) ses-
sions.

• Due to a family illness, I had to refrain from 
attending the venue and participate in the 
webinar. The interpreters were very helpful. 
The PowerPoint presentation was some-
times difficult to read on the screen, so I 
would like to have the materials at hand.

• What	is	the	point	of	a	discussion	that	cannot	
dialectically deny that the Japanese teaching 
guidelines	are	ESD	textbooks?	With	the	ur-
gent need to respond to the rapid changes in 
the global environment caused by human life, 
it is necessary to accept that the fact that 



International Symposium on 
Education for Sustainable Development

in Nara 2024ESD国際シンポジウム 
in 奈良 2024

232

reference to transformations does not be-
come	a	central	theme	until	the	final	summary	
is the very point that ESD has reached in the 
past	20	years.

• Thank you very much for the opportunity 
to listen to your valuable lecture. I regret 
that I could only listen to the lecture in the 
afternoon due to time constraints. I would 
appreciate it if you could provide a digest 
of your lecture in your summary report.

• Due to my circumstances, I was only able 
to watch from the UNESCO Club student’ s 
presentation. I would be grateful if I could 
see the archives of the previous presenta-
tions.	Would	you	please	consider	doing	so	
in some way?

• Dr. Oikawa summarized the suggestions 
of the experts and gave us a clear idea of 
the direction we should head with our stu-
dents from now on. Thank you, Dr. Oikawa.

• Thank you very much for the opportunity 
to participate in this very valuable meeting. 
Thank you also for the ESD in Yamagata.

• It was great to learn about the initiatives 
of each country and the axis of their ef-
forts. On the other hand, there was a re-
port on the activities in Japan in terms of 
human resource development and interna-
tional contribution, but I could not grasp 
whether there is an ESD vision that Japan 
is aiming for. As a country with many dis-
asters and an island nation, there are many 
things that need to be considered and a 
mechanism established, such as securing 
food and energy, so I felt that it was not 
enough. Thank you for this valuable learn-
ing opportunity.

• The whole day was a precious time full 
of stimulation and inspiration. Thank you 
very much.

• At	first,	I	had	hoped	to	participate	in	per-
son, but due to my poor health, I was able 
to participate via Zoom. I was empowered 
by Mr. Makoto Saito’ s points that the 
Courses of Study and ESD are connected in 

principle, and that I could relate to many 
of his ideas, such as “what kind of life to 
live” and the power to “survive in society.

•  appreciate the willingness of Nara Uni-
versity of Education to send this message. 
It was also an opportunity to learn about 
ESD initiatives in other countries, which 
was helpful.

• Would	like	to	hear	more	youth	stories	as	
well. It would be good to have some sort 
of commitment or pledge or other output.
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2024 年 2 月 17 日に、奈良教育大学 ESD・
SDGs センター主催、「ESD 国際シンポジウム	
in	奈良 2024」を、「国境を越え、多様な主体
が協働する教育（ESD）を通じた持続可能な社
会の探求」をテーマに開催しました。当日はホ
テル日航奈良を会場にハイブリット方式で実施
し、海外及び全国各地から合わせて約 220 名
以上の出席を得ることができました。
まず、冒頭の基調講演として、パリのユネス

コ本部の諸橋淳 ESD 課長による「ESD・その
潮流と課題、そして、教育変革の機会」と題し
た講演が行われ、国際的な見地からの ESD の
最新動向やユネスコの国際レベルでの ESD の
推進施策について解説をいただきました。それ
に続き、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）
議長、ユネスコ日本代政府表部一等書記官や韓
国ユネスコ国内委員会国際部長、ウズベキスタ
ン共和国大使、そして、テキサス州出身のグラッ
ドニー牧場長から持続可能な社会の創造に向け
た先進的な ESD の取組や方向性について貴重
な提言いただくことができました。
また、午後の ESD シンポジウムでは、まず

ショー・ケースとして、タイやインドネシア、
韓国、日本の ESD の専門家から各国の実情や

国際的な諸課題を踏まえた多様な ESD の実践
が紹介されました。本学からも奈良教育大学の
ESD を基軸とする教員養成と研修、ユネスコク
ラブによるユースの ESD 活動について報告を
行いました。シンポジウム後半ではショー・ケー
スの登壇者によるパネルディスカッションが行
われ、各国が抱える環境・経済・社会の諸課題
や自然や歴史・文化等の財産を踏まえて、持続
可能な社会創りに果たす教育（ESD）の役割や、
今後の新たな ESD の展開に向けた国際的な連
携・協働をテーマに、実践的な ESD の在り方
や次世代の育成について議論が行われました。
特に、韓国のユースや本学ユネスコクラブなど
のユースの率先的な活動を踏まえ、持続可能な
社会創りへのユースの参画やネットワークづく
りについて意見交換し、多くの示唆や提言がな
されました。
最後にシンポジウム全体を総括し、本シンポ

ジウムを契機として、参加者や機関を中心に国
際的な連携を構築し、「持続可能な社会の創り
手を育成」に向けてグローカルな ESD の実践
を交流することにより、共に ESD	の更なる深
化を図っていくことを確認し、一日に渡った提
言・議論の幕を下ろしました。

ESD 国際シンポジウム・モデレーター　及川　幸彦
（奈良教育大学 ESD・SDGs センター副センター長）

「奈良教育大学ESD国際シンポジウム in 奈良2024」を終えて



234

「奈良教育大学ESD国際シンポジウム in 奈良2024」を終えて

海外の登壇者からは、「このようなすばらし
い国際シンポジウムに参画できたことを光栄に
思う。」「ここで得た貴重な情報や知見を自国の
ESD の推進に役立てたい。」「是非これを機会
に将来に向けて奈良教育大学をはじめとする諸
機関と連携を構築していきたい。」等のコメン
トをいただきました。また、参加者からも「各
国での ESD の取組から、日本での課題が改め
てみえてきた。」「若者、子供がラディカルに社
会課題を自分事としてとらえ考え、行動、提言
したくなるような環境づくりに取り組みたい。」
等の感想が寄せられるなど、参加者へのインパ
クトも大きく、国内外の ESD 推進に貢献する
学びと連帯の場となったシンポジウムになった
と思います。

今後は、この国際シンポジウムを出発点とし
て、ESD を基軸にしながら、教育実践や教員養
成・研修などの教育的な交流、各国のユースの
活動の交流、そして、気候変動や防災、海洋、
平和、人間の安全保障等の地域や地球課題への
取組の交流などの具体的な活動を通じて、シン
ポジウムに参加した国や機関、大学等を中心に
国際的な連携・協働を展開していくことをめざ
していきたいと思います。実際に、私たちは、
その連携に向けて一歩ずつ歩みを進めているこ
ところです。
そして、数年後には、再び、国際シンポジウ

ムで再会を果たし、その進捗や成果を共有・発
信できれば幸甚の限りです。



235

On	February	17,	2024,	the	Center	for	ESD	and	
SDGs, along with Nara University of Educa-
tion, hosted the ESD International Symposium 
in	Nara	2024	under	the	theme	of	“Seeking	for	
Sustainable Society through Education Col-
laborating with Diverse Actors beyond Bor-
ders.” On the day of the event, it was held 
in a hybrid format at the Hotel Nikko Nara, 
and	more	than	220	people	participated	in	the	
symposium from overseas and all over Japan.

First of all, as a keynote speech at the 
beginning of the session, Ms. Jun Morohashi, 
Director of ESD Division at UNESCO Head-
quarters in Paris, gave a lecture entitled 
“ESD: trends, challenges and opportunities in 
“transforming education.” She analyzed the 
latest trends in ESD from an international 
perspective and UNESCO’s measures to pro-
mote ESD at the international level. 

Following this, we received valuable ad-
vice on advanced ESD initiatives and direc-
tions for creating a sustainable society from 
the Chairperson of the Intergovernmental 
Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), 
the First Secretary of the Japanese Govern-
ment’s Representative at UNESCO, the Di-
rector	of	International	Affairs	at	the	Korean	
National Commission for UNESCO, the Ambas-
sador of the Republic of Uzbekistan as well 

as the Farm Manager of Gladney Ranch who is 
from Texas.

In the afternoon ESD Symposium, ESD ex-
perts from Thailand, Indonesia, South Korea, 
and Japan introduced various ESD practices 
based on the actual situation of each coun-
try and various international issues as the 
Showcase. Nara University of Education also 
reported on teacher training based on ESD at 
the university along with ESD activities of 
youth by UNESCO clubs.

In the second half of the symposium, 
a panel discussion was held by the speakers 
of the showcase. In the panel discussion, the 
role of education (ESD) in creating a sustain-
able society and international collaboration 
for the development of new ESD in the future 
were discussed, taking into account the envi-
ronmental, economic, and social issues faced 
by each country, as well as the assets of na-
ture, history, and culture. In particular, based 
on the initiative activities of youth such as 
Korean youth and the UNESCO Club of the 
Nara University of Education, opinions were 
exchanged on youth participation in the cre-
ation of a sustainable society and network 
building, and many suggestions and recom-
mendations were proposed.

Finally, the symposium as a whole was 

Way Forward

Yukihiko Oikawa
Moderator	of	the	ESD	International	Symposium	in	Nara	2024

(Deputy Director of Center for ESD and SDGs, Nara University of Education)



236

Way Forward
summed	 up,	 and	 it	 was	 confirmed	 that	 this	
symposium would be an opportunity to build 
international cooperation centered on partic-
ipants and institutions, and to further deep-
en ESD practices together by exchanging mu-
tual ESD practices globally and locally toward 
“fostering creators of a sustainable society.”

Speakers from overseas commented, 
“I am honored to have participated in such 
a wonderful international symposium.”, “I 
would like to use the valuable information 
and knowledge I have gained here to promote 
ESD in my own country.” and “I would like to 
take this opportunity to build cooperation 
with Nara University of Education and oth-
er institutions for the future.” Participants 
also commented, “ESD initiatives in various 
countries have reminded us of the issues in 
Japan,”	 and	 “We	want	 to	 create	 an	 environ-
ment in which young people and children will 
want to radically consider social issues as 
their	own	affairs	and	want	to	think,	act,	and	
make proposals.” 

In this way, the symposium had a great 
impact on the participants, and I believe that 
it was a place of learning and solidarity that 
contributes to the promotion of ESD in Japan 
and overseas.

In the future, we would like to use this in-
ternational symposium as a starting point to 
develop international cooperation and collab-
oration on ESD with each country, institution 
and	 university	 through	 specific	 education-
al exchanges such as educational practices, 
teacher trainings, exchange of youth activ-
ities in each country, as well as exchanges 
on regional and global issues such as climate 
change, disaster risk reduction, ocean issues 
and human security. In fact, we are taking 
steps toward that collaboration, one step at 
a time.

In a few years, we will meet again at next 
international symposium and hope to share 
and disseminate our progress and achieve-
ments.
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