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モデルケース
「PushCornワークショップ～楽しく協働学習」

• 2002年度東北芸術工科大学公開講座
環境学習編、自然観察編、地域学習編、旅れぽ編

子どもから大人まで、スキルレスで「eポートフォリオ学習」
「PushCorn」で

ｅポートフォリオ学習
（入門体験）

受講後、生涯に渡って
ｅポートフォリオ学習

http://www.yamagata-net.jp/ws/

http://www.yamagata-net.jp/ws/
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PushCornワークショップのねらい

• 「PushCorn」で学習を支援

• 子どもから大人（高齢者）まで

• 学んだ人が地域の核となり各
地に「学習コミュニティ」を

http://www.yamagata-net.jp/ws/

http://www.yamagata-net.jp/ws/
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エル・ネット「オープンカレッジ」
インターネット講座 でも紹介

http://www.opencol.gr.jp
「できる！ＩＴ活用型生涯学習」も併せてご覧ください。

http://www.opencol.gr.jp/
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PushCornワークショップの講義内容
「環境学習編」の例

• 第１日
– 講義（午前）「協働学習」って何、「PushCorn」って何、環
境学習のポイント

– フィールドワーク（午後） 大学周辺の環境を皆で調査
• 第２日

–実習（午前）「環境レポート」を作ろう！
• PushCornの使い方の学習

–実習（午後）「皆で情報をやりとりしよう！」
• PushCornでそれぞれの環境レポートを作成
• 皆が成果をプレゼンテーション
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協働学習の応用例：

PushCornワークショップは、
全国どこでもテーマを変えて

実施できます。

例えば…
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協働学習の応用例：
かすみがうら*ネット「里山探検」

午前：里山探検を満喫
午後：学習のまとめ

ネット上に皆さんの
ポートフォリオを公開

http://www.kasumigaura.net/

http://www.kasumigaura.net/
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「PushCornワークショップ」から
広がった各地域の情報コミュニティ

• Ｔ

東根インターネットクラブ
ひがしねネット

やまがたネット

かすみがうら*ネット
いばらき
Ｌ３ネット

いくつかの
ＰＣクラブなど



「やまがたネット」との連携

PushCorn
ワークショップ

地域づくり
ＩＴ活用セミナー

地域自慢ＨＰ
募集企画

やまがたネットで
ワークショップ

国民文化祭
サポーターズ

国民文化祭
情報レポーター

２００２年度 ２００３年度

主体性のある人を集め実践で鍛えて未来のリーダーを育成

http://www.yamagata-net.jp/ 9

http://www.yamagata-net.jp/
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国文祭情報レポーター

IT活用で実践・実力養成！

http://www.yamagata-npo.net/~kokubun/eizou/eizou.html

http://www.yamagata-npo.net/~kokubun/eizou/eizou.html


（財）日本視聴覚教育協会 11

西川町の地域アーカイブ

• 行政と地域の人が教材を提供
– ２００３年度 石碑石仏、民俗資料館（昔の民具）

– ２００４年度 山菜学（郷土料理）

– …

• 学校で地域学習の教材として利用
–生涯学習の成果が学校の学習教材になる
–子どもたちを地域へ誘う

http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/archive/

http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/archive/
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ＩＴ活用事業タイプとのマッピング

• 行政機関・施設等が作成
– Aタイプ：案内情報の提供
– Cタイプ：内容情報の提供（知識・情報提供型）

• 学習者が作成
– Bタイプ：案内情報の提供
– Dタイプ：内容情報の提供（知識・情報提供型）
– Eタイプ：内容情報の提供（交流型）ＩＴサロン

• 近い将来
– Fタイプ：学習成果の評価情報
（ｅポートフォリオで評価）
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第３講のまとめ

• 第１回 個別学習の事例（ｅポートフォリオとその事例）

• 第２回 協働学習の実践事例

• 第３回 学習機会の提供事例、IT活用事業タイプとの
マッピング

• 講座プランニングの視点
ポイント：講座のテーマ設定、状況設定

発想の転換：地域づくりに組込んでいく展開もできる

地域活動、学校との連携、個人学習の支援、etc.
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