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２１世紀のプラットフォーム、４つのコモンズ

デジタルコモンズ
（メディア環境）

ナレッジコモンズ
（人とコミュニティ）

ラーニングコモンズ
（学びの場）

地域コモンズ
（地域拠点・共有スペース）



キーコンセプト「AII」

•Augmented Intelligent Interaction

（知識の接触への限りなき増大）

• なぜAIIなのか

– デジタルアーカイブの課題 その活用を促しにくい

• 知識・事象の関連付け、相互参照の促進が必要

• 誰もが知の編集を行える

• 「集合知」の実現を目指す

• オープンデータ促進を支援する



長野県デジタルアーカイブ『信州デジくら」

「長野県のデジタルアーカイブ『信州デジくら』」（平成23年）から転載



『信州デジくら』の特色

「長野県のデジタルアーカイブ『信州デジくら』」（平成23年）から転載



総合情報システムとしての『信州デジくら』

「長野県のデジタルアーカイブ『信州デジくら』」（平成23年）から転載



『信州デジくら』の光と影

• 国家予算のばらまきでバブリーに
– 2009年度麻生内閣の経済活性予算の緊急出動

• 金の切れ目が事業の切れ目

• 行政が抱える根本的な課題
– 予算ありきの事業計画

– 行政主導、実は業者主導→使い勝手悪いシステム

– 縦割りの壁：システム所管課ができることの限界

• パブリックドメインの思想で見直そう

• 県民ファーストの視点で見直そう

• 施策の透明性を高めよう



PushCornによるアーカイブサイト
『マッピング霞ヶ浦*』 1997～

19年間運用・更新し続けている
ページ数3277、画像数51,610
来年2017年で20周年

http://www.kasumigaura.net/mapping/



地域プラットフォームの志「市民参加型ネット」

• 誰もがITを活用できる社会の実現を目指す。
– IT時代の新しい生き方としての生涯学習を支援

– 新しいコミュニティのあり方「市民参加型ネット」の創造・運営を支援

• 知恵や道具を持ち、仲間作りをすることから第一歩を始める

2000年～
mmdb.net



モデル事業「楽しく協働学習」2002

• 2002年度東北芸術工科大学公開講座
「PushCornワークショップ『楽しく協働学習』」
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

「PushCorn」サービスで
「情報コミュニティ」創造



オーサリングツール PushCorn

デジタルアーカイブ化、メタデータ編集の他、
コンテンツ編集ができるオーサリングツール



コンテンツは情報アーキテクチャに支えられる
アーカイブ化→ウェブ自動生成



プラットフォーム活用事例
鈴木康夫さん『霞ヶ浦の自然』

『かすみがうら*ネット」に参加後、活性化
自然の観察と写真→その集成・公開を解決
マイタウンマップコンクール文部科学大臣賞

http://www.kasumigaura.net/usr/mizukusa/Kasumigaura/



プラットフォーム活用事例
子どもの学び支援 天童市立長岡小学校

市民参加型ネットmmdb.netを活用
保護者の承諾を得て子どもの様子・学習内容を発信
J-KIDS大賞 平成24年度全国ベスト8（毎年県代表）

http://www.dewa.or.jp/~t-naga01/



プラットフォーム活用事例
長野県内１３地域 『森の恵み地域の恵み探検隊』

第10回インターネット活用教育実践コンクール文部科学大臣賞

http://megumi.midori-joho.gr.jp/



知識基盤プラットフォームの
地域への適用

独自サーバで
市町村や教育委員会な
どで独自にサービスを運
用する

共同サーバで
当面は大学が提供し地
域などで利用する

サーバの統廃合・分散、サービスやユーザ
の再編・移行などの対策は講じておく

ネットワーク管理業者のサービスを利用者
が利用する形態もある



蚕都上田プロジェクト
ＩＣＴを活用した協働学習モデル

• ＩＣＴ活用により学習対象に関心が肉薄できる

• みんなで体験を事前・事後に共有できる

• 「地域」対象 地域へのコミットメント

• 地域を超えた交流学習ができる



日本シルクロード学びあい講座１・港都横浜編
１日目レクチャー：講座にタブレット導入

2011/10/29-30

横浜にて

主催：蚕都上田プロジェクト



学びあい講座・港都横浜編
タブレットを持ってまちあるき



蚕都上田まちあるき
古地図を見ながら／撮影してネット公開

回収画像：

１4名 3,300点



ＡＲを使った産業遺産「旧常田館製糸場」見学



全国風穴オープンデータ
2016年の飛躍、待望の「全国風穴小屋マップ」がオープンデータに

風
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編集製作 清水長正氏

発行 ＮＰＯ地域づくり工房

▼2014年
全国の風穴を集成した記念碑的労作

シルクロード長野ネットワーク＋長野大学風穴プロジェクト
http://mmdb.net/silknet/
全国各地の産業遺産「風穴」を発信しつなぐお手伝いをします。

http://linkdata.org/work/rdf1s4546i

清水長正氏の研究成果をオープン化

信州風穴アーカイブ ※各地域版も開設可能

http://mmdb.net/usr/oraho16/fuu/

詳しい情報は地元から伝えませんか？

全国風穴データ〔信州・東信編〕



信州学「信州の蚕糸業とシルクロード」講座

• 信州の蚕糸業と歴史を次世代に伝える

• 歴史・地域資源を未来の学習や地域づくりに活かすための見方の理解を深
める

• 「学園都市・上田」を複数のコモンズでデザイン
– まちなかキャンパスうえだ（＝地域コモンズ）

– ｅラーニング（オンデマンド）講座として公開

– 地域学習のアクティブラーニング、授業計画を支援

– 若者が地域を面白がれる地域に変化させる

なぜ信州は蚕糸王国に

なったのか



これからの講座はここが違う

映像収録

講座は素材

リアル講座 オンデマンド講座

講座オンデマンド版

全長版＋ダイジェスト版

資料、画像、全部ここにある 講座は公開し
教材としての
利用を図ろう



これからのまちあるきはここが違う

まちあるきイベント 「わたしたちの上田」

講座オンデマンド版

参加者の画像も載せる

資料、画像、全部ここにある

まちあるきは公開
して利用を図ろう

各自が主役
写真を撮る

画像→グループ化しトピックにし構造化
ＤＳＴ（デジタルストーリーテリング）

おわったら
みんなで

見せ合い会



画像を並べて発見を物語ってみよう！



トピックのまとめ方はこんなふうに

ＤＳＴの作り方

①該当の画像を並べる

→メディアクリップ

②伝えたいことを書く

→説明文テキスト

③タイトルを付ける

→トピックのタイトル

④ページ構成を整える

メディアクリップにサブタイトルを付ける

カテゴリを設定する

地域を設定する



トピックを束ねるとストーリーになる

トピック（カード）の連なりがストーリーになる！

カテゴリ：「上田探検隊トライアル」←全体のタイトルを！



ＤＳＴの成果はネットに公開しよう！

ソーシャルメディアでシェアするとさらに効果が高まる！

皆さんは「とことん探検隊」で社会デビューを果たす

ソーシャルメディアに
シェア、リツイート



オープンデータ促進支援

市民参加型アーカイブ「PushCorn」

知識基盤データを蓄積、
オープンデータとして公開

ＳＮＳ「おらほねっと」

ＳＮＳをお互いのネットワークづく
り、地域づくりに活用

現行機能ですでに
RDF(RSS)自動生成対応

現行機能ですでに
RDF(RSS)自動生成対応

オープンデータ自動生成＆パ
ブリッシュによる作成支援

・ガイドライン遵守
・LinkDataに出力
・オープンデータサイト
公開・運営

誰でもどの自治体でも敷居低く、オープンデータ化に着手するための支援



オープンデータ生成：LinkData.org

テーブルデータ
自動生成 登録・公開



次世代に向けた地域づくり・地域学習に

• 総合学習で地域学習「わたしたちの地域をさがそう」

• 社会見学で施設、産業遺産、シルクロードへ



UDC2016長野(上田)実施イベント

詳しくはチラシで

10/29(土)
次は上田へ
お越しください



私たちがつくる地域のデジタルコモンズ

• 地域主権 県レベルでの集約的自律分散

• ＡＩＩ（限りなき知識の増大）の実現

– 活用が促されるデジタル化資料

– 知識形成支援 “As We May Think” (V. Bush)

• 次世代の参画、デジタルネイティブ

• 私たちが主体 地域の知の拠点のユニオン 脱行政主導

• 小さく始め、小さいままで成就できる

• 世代を超えた継承のフレーム（デジタル遺品）


