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「メ デ ィ ア か らの ア プロ
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〈 概要 〉 現代の 「学び の 環境」 を考える とき 、
e ラ

ー
ニ ン グ 、 遠隔教育やデジ タ ル 教科書等 、 ネ

ッ トワー
ク環境や情報通信 メ ディ ア の 整備 は必要不可欠の もの とな っ て い る 。 本セ ッ シ ョ ン で は 、

新た な 「学び の 環境」 を推進す る最前線で活躍 され て い る 3名の 登壇者を迎えて 、 現在 の 教育の

課題 や 将来 の 学び の 環境の 在 り方 につ い て 、 どの よ うな考え方 と戦略 に よ っ て 、 ア プ ロ
ー

チ しよ

うと して い る の か を報告頂 き、将来の 学び の 姿に つ い て議論を深 め る。
〈 キ

ー
ワ
ー

ド〉 学び の 環境、遠隔 教育、デ ジタ ル 教科書、MOOC、　 manavee 、教育 の 情報化

1 ．は じめに

　教育の 情報化が ス タ
ー

トして 、 約 30年 の 月 日

が経つ
。 そ の 間 、 さま ざまなメデ ィ ア が登場 し、

期待 を寄せ られ なが ら 、 現 実的には教育現 場 に

深 く定着する こ とな く現在 の 状況 に至 っ て る 。

　メデ ィ ア は単なる道具で ある。され ど、我 々

の 思 考方法 まで規定す る道具 で もあ る こ とは

よ く知 られ た事実で あ る 。
「声 の 文化 と文宇 の

文化」を書 した J，オ ン グの 詳 細な分析 か ら明 ら

か に な っ た こ とは、例 えば、文字 とい うメデ ィ

ア を手 に入れ た こ とで 、 我 々 は書 くよ うに話 し
、

論理 的で分析 的な厳 格 さを求 め る感覚を手 に

入 れ た とい わ れ る
D

。 また 、 同時に 自ら の 思

考か ら離れ、外側か ら眺める感覚 「外化」 を手

に入 れたともい われ る。こ の よ うに、教育に と

っ て重要な分析的 ある い は論理的な思考方法

の 芽生 え は 、文字 とい う新 し い メデ ィ ア を手に

入 れ る こ と に よ っ て 、動き始め た とい っ て よ い 。

　 さて 、『「今」 に ふ さわ し い 学び の 環境 を作

る』とい うテ ーマ に 対 し て 、 「メ デ ィ ア か らの

ア プ ロ ーチ 」を試み る本セ ッ シ ョ ン で は 、メデ

ィ ア が 「現代の 学び」 の どこ を、どの よ うに改

善 し、本質的な変革を試み よ と して い る か を議

論 し、メディ ア が作 り出す新 たな学び の 可能性

に つ い て 、そ の ビ ジ ョ ン を共 有 して い きた い 。

2 ，登壇者に っ い て

　福原 美三 氏 （明治大学）は 、MOOC 推進 団体

JMOOCの 事務局長 とし て、　 Mooc の 思想 の 普及 と

シ ス テ ム の 拡大を推 し進 め て い る中心人 物 の

一
人で ある 。 JMOOCの ミ ッ シ ョ ン ス テ

ー
トメ ン

トには 「学び に よる個人 の 価値を社会全体の 共

有価値 へ 拡大するMOOC1 とあ る 。 本 ミ ッ シ ョ ン

が設 定 され た背景は何か。日本の教育にお け る

課題 とそ の 解決 との 関 わ りか らス タ
ー

トし、現

状そ し て 将来に つ い て の 話題 を提供 して い た

だ く予定で ある．大学教育や社会人 教育が中心

と考 えられ が ちなMOOC を初等 ・中等教育へ 拡張

す る意味や 意義 、 そ の 戦略に つ い て お話 し い た

だ け るも の と期待 し て い る 。 また 、
ビ ッ グデー

タ とな るで あ ろ う学習履歴 の 具 体的な 活用 方

法な ども議論 して い きた い 。

　NPO法人 manavee の 手 嶋毅志氏は 、マ ネージ

メ ン トチ
ーム 責任者 と して 、manavee の 全 国的

な活動 を支援して い る。本 NPOは ユ ニ
ー

ク な活

動で 注 目を集め るだけ で な く、そ の 活動 の 目的

が 日本社会 に内在す る格差社会 とそ れ を生み

出す
一

因 と して の 教育シ ス テ ム へ の 挑戦 と い

う課題 に取 り組む組織で もある 。 創設以 来 、 十

数年 となる そ の 間 の 成果 や 情報 通信 メデ ィ ア

に よ っ て教 育環 境 の 何 を どの よ うに改善で き

てき て い る の か 、ま た今後の 方向性 と課題 に つ

い て語 っ て頂 く予 定で ある。

　山本利
一

氏 （埼玉 大学）か らは 、学校教育に

お ける タブ レ ッ トPCの 活用につ い て 、実践デー

タ に 基づ く分析か ら、その有効性お よび課題に

つ い て 報告 して 頂 く。教育現 場 で 注 目を集め る

タ ブ レ ッ トPCは 、教室 で の学び の 何を ど の よ う

に変 える可能性が ある の か を、具体的な事例の

紹介 を通 し て 論 じ て頂 く予 定で ある。

3 ．ま とめ

　概要説明 、登 壇者か らの 報 告、ディ ス カ ッ シ

ョ ン 、会場か らの 質問等 を交えて進 め る予 定で

ある 。 木セ ッ シ ョ ン は 、 知識基盤杜会にお け る

「学び の 環境」は ど うあるぺ き かを メデ ィ ア か

ら考 える
一

つ の ア プ ロ
ー

チ で ある。議論 を通 し

て 、 在るべ き 「学び の 姿」 の
一

部で も共有で き

れ ば 、幸 い で あ る 。
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