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Abstract	
•  学習管理システム	  (Learning	  Management	  System,	  LMS)	  は，

教える立場ではコース管理システム	  (Course	  Management	  
System,	  CMS)	  とも呼ばれ，北米の大学を中心に1998年頃
から急速に普及した．我が国においても10年程度遅れて
はいるものの，普及期に入っており，ノートPCやタブレット・
スマートホンの普及が	  BYOD	  (Bring	  Your	  Own	  Device)	  施策
を通じて，MOOC	  や反転授業など，端末室に限定されない 
LMS/CMS	  の利用場面が増え始めている．この結果，サイ
バーな学習環境とフィジカルな学習環境のこれまでにない
連携が重要になりつつある．本講演では，新たな教育学
習支援環境の現状を，すでに明確になりつつあるラーニン
グアナリティクスやアクティブラーニングの流れとともに整
理しながら述べるとともに，今後の方向性について議論す
る．	
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Abstract	
•  Learning	  Management	  System	  (LMS),	  which	  is	  also	  referred	  to	  as	  

‘Course	  Management	  System’	  (CMS)	  from	  a	  teaching	  viewpoint,	  
had	  rapidly	  gained	  popularity	  since	  around	  1998,	  and	  has	  become	  
commodi?zed	  in	  higher	  educa?onal	  ins?tu?ons	  (especially	  in	  north	  
American	  ins?tu?ons).	  Although	  Japanese	  higher	  educa?onal	  
ins?tu?ons	  are	  almost	  ten	  years	  behind,	  the	  LMS/CMS	  has	  also	  
penetrated	  into	  the	  Japanese	  teaching	  and	  learning	  environment,	  
and	  we	  have	  seen	  an	  increasing	  number	  of	  use	  cases	  unbounded	  to	  
PC	  terminal	  rooms	  such	  as	  MOOC	  and	  Flipped	  Classroom,	  due	  to	  
the	  BYOD	  (Bring	  Your	  Own	  Device)	  policy.	  As	  the	  result,	  it	  is	  
becoming	  more	  important	  to	  integrate	  learning	  spaces	  in	  the	  cyber	  
world	  and	  those	  in	  the	  physical	  world.	  This	  talk	  addresses	  the	  
current	  status	  and	  challenges	  of	  new	  teaching	  and	  learning	  
environment	  in	  the	  commodi?zed	  LMS/CMS.	
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自己紹介	
梶田　将司　（かじたしょうじ）	  
	  
　京都大学 教授	  

情報環境機構IT企画室	  
学術情報メディアセンター兼務	  

略歴	  
昭和42年4月 	  岡山県岡山市生まれ（現在47歳）	  
昭和55年3月 	  岡山市立津島小学校卒業	  
昭和58年3月 	  高松市立紫雲中学校卒業	  
昭和61年3月 	  香川県立高松高等学校卒業	  
平成2年3月	   	  名古屋大学工学部情報工学科卒業	  
平成7年3月	   	  名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程満了	  
平成7年4月	   	  名古屋大学工学部助手	  
平成10年3月 	  博士（工学）	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “A	  Study	  on	  Noise	  Robust	  Acous?c	  Analysis	  for	  Automa?c	  Speech	  Recogni?on”	  
平成10年4月 	  名古屋大学情報メディア教育センター助手	  
平成14年4月 	  名古屋大学情報連携基盤センター助教授	  
平成14年7月 	  文部科学省メディア教育開発センター客員助教授併任	  
平成15年2月 	  株式会社エミットジャパン代表取締役兼業	  
平成21年4月 	  名古屋大学情報連携統括本部情報戦略室准教授	  
平成23年10月 	  京都大学情報環境機構IT企画室教授，現在に至る	  
	 4	



Research	  Career	
Robust	  Speech	  
Recogni?on	

Effec?ve	  ICT	  Use	  for	  
Higher	  Educa?on	

Academic	  Cloud	  &	  CS	  	  
Personal	  Development	

1.	  実環境下におけるロバスト	  
音声認識に関する研究	  

2.	  コースウェア作成支援環境	  
の構築・利用に関する研究	

3.	  次世代コース管理	  
システムの研究	

4.	  大学ポータルに関する研究	

間瀬健二	  
名古屋大学教授	

板倉文忠	  
名古屋大学名誉教授	  

5.	  アカデミッククラウド	  
に関する研究	

梶田研究室	
間瀬研究室	板倉研究室	

様々な立場の人々が，様々な学問	  
分野において，多様な活動を行っている

大学を研究フィールドに据え，	  
教育・研究・業務を強く関連づけながら	  

先端的教育研究支援環境を探究	  

1990	 2000	 2010	 2020	

研究とは何かを学び，	  
研究観・研究力を培う	

フィールドに根ざした
研究の大切さ	

インフィールド情報学	  
の開拓	

5	
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Keywords	

• Black	  
• Open	  
• Transparent	  
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Everything	  Began	  in	  1998	
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WebCT	  (Web	  Course	  Tools)	  
•  開発： ブリティッシュコロンビア大学（UBC，カナダ）	  

– Murray	  Goldberg	  
•  ライセンス販売・ユーザサポート：	  

– WebCT社（現在はボストンが本社，UBC内にWebCTカナダ）	  

•  特徴	  
–  既存の教材（html，pdf，pptなど）を用いてコンテンツの	  

作成が可能	  
–  協調学習のための教育用ツール群	  

（メール，掲示板，チャット，プレゼンテーション…）	  
–  コースの管理作業を手助けする管理ツール群	  

（トラッキング，オンライン試験の実施・採点，成績管理…）	  
–  コースコンテンツの共有が可能（配布，販売）	



WebCTによるコース構築例	

•  計算機基礎数理	  
– 文科系１・2年生対象（約７０名）	  
– コンピュータリテラシ（プログラミング）	  
– コースコンテンツを作成し，講義で使用	  

•  電子情報数学特論	  
– 電子情報系大学院生対象（約１００名）	  
– PowerPointで作成したコンテンツの移植	
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研究開発:	  
WebCT	  v1.3日本語版	  
(1998年度〜2001年度)	  

本格運用:	  
WebCT	  CE4	  日本語版	  
(2002年度〜2009年度)	  



WebCTを利用している	  
高等教育機関	

��	

���

����

����

����

�

���

����

����

����

����

����

�		� �			 ���� ���� ����


����

オンキャンパス教育	  
	  >	  遠隔教育	

84ヶ国の2,654 の高等教育機関で利用（6月現在）	



WebCT普及の理由	

•  大学の現場で作成され，現場の声が反映されつづけて
いる	  	  

•  サポートの充実	  

•  コンテンツ作成だけであれば無料だった	  	  
•  安価だったライセンス価格（$10,000/サーバ/年）	  

•  安定したシステム	  

•  ＷｅｂＣＴユーザコミュニティの形成	  
–  年1回のWebCTユーザカンファレンス	

北米の高等教育機関における	  
e-‐Learning のノウハウの蓄積	
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第1回WebCT	  ユーザカンファレンス	  
(2003年3月，名古屋大学)	  

WebCT	  ユーザとともに出版	  
(2005年7月)	  

日本	  WebCT	  ユーザ会	
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コース管理システム	

コース管理支援機能モジュール群	

システム管理支援機能モジュール群	

教育活動支援機能モジュール群	 学習活動支援機能モジュール群	

インフラ的要素	  
専門分野に関係なく	  
共通的に利用可能	

専門分野	  
依存的要素	  

専門分野に依存	  
した機能や教材	

Web	  サーバ	

オペレーティングシステム	

サーバハードウェア	

基盤機能モジュール群	

叻
呉
听
呀
的
要
素	

大	

小	

コース	  
教材・データ	

コース	  
教材・データ	

ＡＰＩ	

コース	  
教材・データ	

専門分野	  
機能	  

モジュール	

コース	  
教材・データ	

専門分野	  
機能	  

モジュール	

コース	  
教材・データ	

ＳＤＫとの	  
インタフェ

イス	

SDK	  



Bb	  

Our	  Road	  Ahead	  

現状維持	
統合化	  
製品	

Vista	  4	  

CE	  6	  

他社	  
製品A	  

Open	  
Source	  

独自	  
開発	

年

統合化製品
まで待てない	

2010	  

維持不可能	

2015	  2005	  

統合化	  
製品	  2.0	  

製品A	  
2.0	  

他社	  
製品B	  

大学における教育・学習活動において
なくてはならないシステム	

大学におけるすべて活動において	  
なくてはならないシステム	

大学内部の技術力向上を決意
（IT技術者人材育成)	   Open	  

Source	  

OS	  
独自	

他社	

OS	  
独自	

別他社	

OS	  
独自	

別他社	

OS	  
独自	

製品	

ほとんど	

魅力次第	
Bbと合併	  or	  	  

製品A開発中止	

他社と合併	  or	  	  
製品A開発中止	

+	  サポートサービス	

+	  サポートサービス	
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Open	  vs.	  Proprietary	  	
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Sakai	  Project	  
hnp://www.sakaiproect.org/	  

•  MIT	  OKI	  が達成した成果をもとに，	  
–  ミシガン大学の	  CHEF	  
–  MIT	  の	  	  Stellar	  
–  インディアナ大学の OnCourse	  
–  スタンフォード大学の CourseWorks	  
のそれぞれベストなところを，WSRP,	  JSR-‐168(Portlet	  規格)	  に準拠した 

uPortal	  3.0	  (JA-‐SIG)を使って融合	  



(Sakai	  Project	  の資料より抜粋)	  



Sakai	  Project	  のポイント	

•  各高等教育機関 が独自の戦略に基づいた最もよ
いモジュール（ベンダー製，オープン ソース，独自開
発モジュールなど）の組み合わせにより教育・学習
環境の整備を可能にする	  

•  特定のベンダーによる独占的な教育・学習環境構
築を排除することで，競争原理を働かせ，不必要な
コスト高騰を防ぐことができる	  

•  「オープン・オープン」ライセンシング	  
•  大学間連携による開発	



Sakai	  can	  be	  used	  for	  many	  
applica?ons	  

Small group
Collaboration

Teaching and
Learning

eScience

PortfoliosCommunity
systems

eScience

Distance 
Education

Charles	  Severance,	  ``	  Sakai	  Founda?on	  Overview'',	  hnp://confluence.sakaiproject.org/confluence/x/gqc,	  	  	  
7th	  Sakai	  Conference,	  Amsterdam,	  Netherlands,	  12-‐14	  June	  2007	  



Placing	  the	  Sakai	  Product	  

Collaboration / Groupware

Teaching
and
Learning

Charles	  Severance,	  ``	  Sakai	  Founda?on	  Overview'',	  hnp://confluence.sakaiproject.org/confluence/x/gqc,	  	  	  
7th	  Sakai	  Conference,	  Amsterdam,	  Netherlands,	  12-‐14	  June	  2007	  



Sakai	  コミュニティ	

Columbia	  University,	  Cornell	  University,	  Georgia	  Tech,	  Indiana	  
University,	  Johns	  Hopkins	  University,	  New	  York	  University,	  Oxford	  
University,	  Rutgers	  University,	  Stanford	  University,	  University	  of	  Bri?sh	  
Columbia	  (Canada),	  UC	  Berkeley,	  UC	  Davis,	  University	  of	  Cambridge	  
(UK),	  	  University	  of	  Michigan,	  Virginia	  Tech,	  Yale	  University	  など，	  
研究大学を中心に世界中の 300	  以上の大学で運用	 25	



ULANプロジェクト体制	

サブリーダ： 竹村治雄	  
阪大ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ	

応用ソフトウェア開発	 基盤ソフトウェア開発	

語学教育教材を利用した３大学合同実証実験	  	  

CC	  Society	  
実施委員会	

研究代表： 間瀬健二	  
名大情報連携基盤ｾﾝﾀｰ	

サブリーダ:	  美濃導彦 京大学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ	

サブリーダ:	  梶田将司	  
名大情報連携基盤ｾﾝﾀｰ	

事務局	  (名大)	  

（株）エミットジャパン	

（株）CSKシステムズ	
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基盤サブグループ成果	

コンテキスト	  
適応ツール群	

SAKAI	  
CMS	  

Fedora	  

既存システム	

吊
呉
吝
各
吐
吟	  

適
応
君ー

呂
群	

独自開発	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

吊
呉
吝
各
吐
吟
叻
呉
听
呀	

ウェブ	  
ブラウザ	

uPortal	  

uDesktop	  

ULAN	  CMS	  

国際化	  
日本語化	

uDesktop	  
• 	  Context	  取得	  
• 	  適応表示	  
• 	  モバイルデバイス連携　	

• 	  学習履歴の可視化の検討	  
• 	  推薦機能の検討　	

コンテキスト適応ツール群	

コンテキストインフラ	

• 	  コンテキスト登録・利用のフレーム
ワーク洗練	  
• 	  CAS2:	  統合ユーザ認証・権限管理	  
• 　コンテキストハンドオーバー機能	

• 	  WebCT	  	  Vista	  連携	  
• 	  コンテンツの適応処理	

Sakai	  国際化・日本語化	

• 	  日本語版	  Sakai	  を用いた実
証実験用サーバの構築と運用	

ULAN	  ASP	  Service	  
• 	  日本語版	  Sakai	  を用いた実証実験用サーバの構築と運用	
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2008.4	 2009.4	 2010.4	 2011.4	

WebCT	  CE4	  を含む	  
第2世代情報メディア
教育システムの運用	  

情報戦略室	  
タスクフォース	  
での議論・評価	

2008.1末	

WebCT	  CE4	  の運用に必要なハードウェア・ソ
フトウェアライセンス・サポートを2年間延長	  

8ヶ月間	  
再延長	  

WebCT	  	  
CE4	  
運用	

ポスト
WebCT	  	  
議論	  

情報メディア教育センター	  
での議論	

NUCT	  
(Sakai)	  
実装	  

2007.4	

	  2.6（評価用）	  

	  2.7β（運用1）	  

2.7（運用2）	  

決定	

ポスト WebCT	  の議論 	
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技術職員を中心とした運用体制へ	

ULAN	  ASP	  
（Sun	  寄贈機器を
中核に独自構築）	  

技術	  
移転	

29	

ハードウェア	

OS	  

ミドルウェア	

ツール群	

吊
呉
吝
呉
君	

Apache,	  Tomcat	  

教務ｼｽﾃﾑ連携	

Solaris	

LB,	  SSLｱｸｾﾗﾚｰﾀ	  
ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾞ,	  	  SAN	

:	  本部所管部分	

利用支援	

:	  	  基盤	:	  ｱﾌﾟﾘ	

:	  教育系組織，ユーザ所管部分	

:	  利用支援	

アプリ基盤	

技術職員B	

技術職員I	

技術職員C	

技術職員A	

技術職員G	

技術職員E	

技術職員D	

技術職員F	

技術職員H	

Oracle	  10g	  RAC	  

Sakai	  
2.7.x	  

サイト自動登録	  
時間割CH連携	

作成支援	

構築	  
Admin	  業務	  
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ	  
障害対応	  
	

DB構築	  
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	

構築・運用・障害対応	  
負荷対策	

構築・運用・障害対応	  
負荷対策	

教員・学生利用支援	  
（ﾏﾆｭｱﾙ範囲内）	

ﾂｰﾙ高度利用	  
（ﾏﾆｭｱﾙ範囲外）	

吊
呉
吝
呉
君	

業務委託	



名古屋大学構成員2万人が講義・研修などで利用
する e-‐Learning	  プラットフォームとして運用	

30	



PandA:	  People	  and	  Academy	

31	



Transparent	  Learning	  Ac?vi?es	

32	



事業推進グループ	  

システム研究グループ	  

教育分野	  
事業代表:	  梶田教授	  

（京都大学）	  

研究分野	  
事業代表:	  棟朝教授	  

（北海道大学）	  

事務	  
分野	  

事業代表:	  	  
森原特任教授	  
（大阪大学）	  

コンテンツ分野	  
事業代表:	  岡田教授	  

（九州大学）	  

セキュリ
ティ	  
分野	  

事業代表:	  	  
西村教授	  

（広島大学）	  

プライ	  
バシ	  
分野	  

事業代表:	  	  
中村教授	  

（慶應義塾）	  

岡田教授（九州大学）	  
事業代表 （全体統括・調査担当）	  

事務業務	  
久志部長	  

（九州大学）	  

委託調査ﾀｽｸﾌｫｰｽ	  
岡田主査（九州大学）	  

各システム研究チームの	  
事業代表者・研究者	  

クラウド部会	  
梶田主査（京都大学）	  

CIO部会	  
安浦会長	  

（九州大学）	  

大学経営・システムアーキテクチャ分野	  
事業代表:	  	  安浦理事 （九州大学）	  

統括	   報告	

連携	

調査	  
内容	

調査	  
結果	

依頼	 調整	

認証連携分野	  
事業代表:	  	  山地准教授	  
（国立情報学研究所）	  

ネットワーク分野	  
事業代表:	  	  菅沼教授	  

（東北大学）	  

契約業務	  
益森部長	  

（九州大学）	  

事務局	  
久志事務局長	  
（九州大学）	  

安浦理事（九州大学）	  
副代表（CIO連携担当）	  

深澤教授（早稲田大学）	  
副代表（大学経営担当）	

梶田教授（京都大学）	  
副代表（ｻｰﾋﾞｽ技術標準担当）	  
棟朝教授（北海道大学）	  
副代表（基盤技術標準担当）	

連携	

提案	 調整	
委託
契約	

実施	  
報告	

全国共同利用	  
情報基盤センター長会議	

クラウドコンピューティング
研究会	  

棟朝主査（北海道大学）	  

コミュニティ連携	

平成25年度国家課題対応型研究開発推進事業・アカデミッククラウド環境構築に係るシステム研究 	  
コミュニティで紡ぐ次世代大学ICT環境としてのアカデミッククラウド	



調査結果	  
hnp://www.icer.kyushu-‐u.ac.jp/ac	
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教育支援に係るアカデミッククラウド
の調査検討	

本事業では，コース管理システム・eポートフォリオシステム・教務システムを
通じて蓄積されつつある教育学習活動に係る現状と将来を調査するととも，
ビッグデータやクラウドに関する新しい潮流も対象にしながら，教育分野に
おけるアカデミッククラウドのシステム・データを調査する．調査結果に基づ
き，利活用のための方策を検討し，標準仕様としてまとめる 	  

–  教育学習活動に関するデータの現状調査とクラウドに関する潮流をもとにし
た今後の予測，及び，教育分野を対象としたアカデミッククラウドの標準仕様
を策定	  

–  コース管理システム・オープンコースウェア等に関する知見を活用した調査
の検討・分析を実施	  

–  システムソフトウェアなどに関する知見を活用した調査の検討・分析を実施	  
–  コース管理システム・教務システムなどに関する知見を活用した調査の検

討・分析を実施	  
–  オープンソース，オープンコンテンツ，オープンナレッジに関する知見を活用

した調査の検討・分析を実施 	  



教育学習情報環境モデル	  
これまでの知見をベースに想定	
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教育学習支援環境の利用	

'3)��()+.!
!

Course!Management!System!(CMS)!
Learning!Management!System!(LMS)!!

���#4$%!5� ���4��5�
���4
�5�

(0-)�4��5&
�	��4��5�
�	�"4
�5�

��!
()+.!

!
Student!

Informa7on!
System!�

��!
()+.!

!
Student!

Informa7on!
System!�

,3* ��

��2�	2�
(0-)�	�


����()+.� 
��/31�



���0L34-M� �%��L��M�
�%"*L��M�

@HDA	�L��M5
��)�L��M�
���/L��M�

�
!
@ABG!

!
Student!

Informa.on!
System!�

�
!
@ABG!

!
Student!

Informa.on!
System!�

?KA$�@ABG!
!

Course!Management!System!(CMS)!
Learning!Management!System!(LMS)!!

�' ��5
J����85
+9,<6���
J.�2�#2#!

8���

�
 ��5
J�( 7�'�
&�	8�;:
�
���

J.�2�#2#!
81���

#!J��J�
@HDA��

MOOCs!(edX)!
Ac.ve!Learning!
eFKCE=I>!

BYOD!

これまでの10年は従来型教育スタイ
ルの「デジタル化」に過ぎない?!	

現状	  

今後	



CMS/LMS	  利用状況	

•  「全学的に導入している」は国立・私立・高専が多く，「全学的にも学部・研究科
としても導入していない」は公立，短大が多い	  

•  アクティブな科目の割合:	  25.8%	  (182大学)	  
–  米国の2001年頃の状況（Campus	  Compu?ng	  2010	  による調査との比較）	  

•  アクティブ科目のデータ量:	  総量70.7TB，751MB/科目	  (159大学，98,693科目)	  
•  教務情報システムと8割以上の情報連携:	  科目	  41%，履修	  41%，シラバス 28%	  

–  2割未満の連携:	  科目(34%)，履修(33%)，シラバス	  (44%)	  	  	  	  	  (236大学，235大学，236大学)	  

76.0%%

41.3%%

20.0%%

46.3%%

20.2%%

13.3%%

17.7%%

24.0%%

17.1%%

12.3%%

10.7%%

41.0%%

56.0%%

36.6%%

67.5%%

���(N=75)%

���(N=305)%

���(N=50)%

�
�(N=41)%

���(N=114)%
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CMS/LMS	  機能別の利用状況	

67.4%	  (N=181)	

53.1%	  (N=243)	

39.0%	  (N=182)	

36.7%	  (N=166)	

21.3%	  (N=166)	

10.0%	  (N=200)	

6.6%	  (N=242)	

5.0%	  (N=222)	

4.4%	  (N=225)	

従来型の教育スタイルに沿った利用に留まっている	



現状および今後の予測	

1.  CMS/LMSは今後5年で2倍程度の利用拡大が見込まれるが，利用されて
いる機能は従来型の教育スタイルに沿ったものに留まっている	  

2.  eポートフォリオは全学的な導入よりも，学部・研究科での導入が先行し
つつ，今後5年で2〜3倍程度の利用拡大が見込まれる	  

3.  ビデオ教材の活用の伸びにも依存するが，今後5年間で全体で数百TBの
教育ビッグデータが見込まれる	  

4.  教務システムとの科目・履修・シラバス情報連携は進みつつある	  
5.  CMS/LMS・eポートフォリオとも，大幅なコストダウンやセキュリティ・プライ

バシに関する懸念払拭されない限り，当面はオンプレミス型での導入・運
用が継続	  

6.  低コスト化，学外接続ネットワークの高速化，セキュリティ・プライバシの
強化のための技術整備はクラウド化（ASP型でのCMS/LMS，eポートフォリ
オの導入・運用）に向けて必須	  

7.  学部・研究科単位での調査も行ったが，全学レベルとの大きな矛盾はな
く，今後は全学レベルの調査で十分と考えられる	



次世代授業支援環境としての	  
SPOC-‐MOOC	  統合環境	

オンキャンパス	  
(SPOC:	  Small	  Private	  Online	  Course)	  

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニングアナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナル
デザイン	

公開	  
(MOOC:	  Massive	  Open	  Online	  Course)	  

MOOC基盤	  

大学間における	  
ラーニングアナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナル
デザイン	



分散型＋全国拠点型?!	

MOOC基盤	  

大学間における	  
ラーニングアナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナル
デザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナ
ルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナ
ルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナ
ルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショナ
ルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショ
ナルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショ
ナルデザイン	

LMS/CMS	

大学における	  
ラーニング	  

アナリティクス	

コンテンツ	

インストラクショ
ナルデザイン	



44	Source:	  hnp://unizin.org	



45	Source:	  hnp://mfeldstein.com/unizin-‐indiana-‐universitys-‐secret-‐new-‐learning-‐ecosystem-‐coali?on/	
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どうする日本?	
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ミッション	

エビデンスをもとに自ら学びを振り返り，学びの状況に	  
合わせて自ら学び続けられる主体的学習者を育む	

48	

多様化する学習者・学習環境	



入学	
カリキュラム	 学位	

履修	
シラバス	

単位	
成績	

卒業/修了	

入口管理	 出口管理	

プロセス管理	

適切な「観測基準」と「観測装置」
の設計・実装が重要	

学生はいつどこでなにをどう	  
学んでいるのか?	

課題:	  

高等教育に	  

おける質保証	
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21	 15	

0	
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0	
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9	 3	AM	 PM	

24	  x	  7	



観測対象空間	

時
間

特
性

	

群特性	

学習	
行動	  

学びの	  
共同体	  
としての	  

大学	  

個人	 集団（群）	

クラス，学科等の	  
ある程度のまとまり	  

時
間

積
分

	

蓄積された
学び	

教育プログラ
ムごとの学び	

時
間

積
分

	

分	
時	
週	
月	

学期	

年	

プログラム	

学習環境	  
特性	

自宅	
教室	

通学中	

クラス，学科等の	  
ある程度のまとまり	  

•  瞬時的な学習から単位(学期)や学位(年)に至る時間軸	  
•  個人からクラス・学科等の教育プログラムまでの群特性の軸	  
•  教室・通学途中・自宅など学習場所等の学習環境の軸	

単一大学では密度の高いデータを観測不可	



学習メディアとのインタラクションの	  
観測を通じたデータ収集	

CMS/LMS	  

教材	

学生	 教員	

インタラク
ション	

インタラク
ション	

観測	 観測	

アクセス	  
端末	  

「アカデミッククラウド委託事業（代表機関:九大，参画機関:7大学+早稲田・慶應）」	  
および「高等教育機関等におけるＩＣＴの利活用に関する調査研究（京大）」	  

によるアンケートを通じて全国の大学の「ICT活用状況」は現状調査（2013年度）	

物理世界における	  
学習メディア	

仮想世界における	  
学習メディア	

教科書	

データ	



学びの大規模共同観測装置	

既存設備	

SINET5	

GW-‐DB	

学習管理システム	

シラバス	  
システム	

電子教科書	

ICカードによる出席
管理・入退室管理
等のデータ	

その他	連携・統合	

収集ツール	

大学教育ビッグデータ	

Ｘ	 パブリックデータ集積拠点	
プライベートデータ集積拠点	

学内のセキュアなストレージ基盤に	  
非公開データを集積	 匿名化されたパーソンセントリックデー

タを集積・共有	

匿名化	
認証連携	 SDN	

学びの	  
オントロジ	

E大	

京大	

I大	
F大	

G大	
D大	

共同利用	B大	

A大	 H大	セキュア	  
クエリ	

ポータビリティ	

C大	



主体的学習者の観測	

学習者の学習コンテキスト	

主体的学習者の支援	

学びの予測モデル	  

個人のデータ	

集団のデータ	

SDN	

リフレクション	
学びの	  

ダッシュボード	   ルーブリック設計・実装	

大学教育ビッグサイエンス基盤	

大学教育ビッグデータ	

学びの大規模共同観測装置	

53	

認証連携・匿名化	

学習コンテキストフィルタ	

授業時間内	  
（瞬時）	

授業時間外	  
（数日〜1週間）	  

学期	  
（数ヶ月）	  

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ	  
（数年）	  

統計的手法による主体的学習者
の学びの予測モデルの確立	  

ルーブリック	  
設計・実装	

収集ツール	

学びのオントロジ	

標準化	  
データポータビリティ	  



大学教育ビッグデータの共同利用	  
による主体的学習者の観測・学習支援	

API	

データが不十
分で主体的学
習者をはっきり
捉えられない	

大学教育ビッグデータ	

京大	

GW-‐DB	

教育プログラム	  
（例:電気電子工学コース）	

個別大学の	  
データのみ	

Too	  Sparse	  
To	  Observe	

統計的多重化
により先鋭化	

他大学の同様な	  
教育プログラムの	  

データ	

Rich	  Data	

共有データも
利用する場合	

統計的手法による
主体的学習者の	  

確率モデル化技術	  

学びの予測モデル	  

アカデミック	  
ダッシュボード	  
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学びの観測戦略	

行動学的	

教授学的	
大学レベルでのルーブリック（学びの規準）	

課題ツールやテストツール（学習支援システム）	  

E-‐Porzolio	

教育プログラムレベルの	  
ルーブリック	

観測	

観測	

個人学習ポータル	  (学びのワンストップ)	

学び	

観測	

Web	

Learning	  
Repository	

スマホ	IC	  カード	

ルーブ
リック設
計・実装	

学内	  
認証	  
連携	
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edX-‐plazorm	

学習インタラクション観測装置の	  
各大学における実装 	

Ａ大学	  
Blackboard	

北海道大学	  
edX-‐plazorm	

	  
edX-‐plazorm	

京都大学	  
Sakai	  CLE	

H大	  
Moodle	  

	  
Moodle	  

D大学	  
Blackboard	

F大学	  
Blackboard	G大学	  

Sakai	  CLE	

B大学	  
Blackboard	

匿名化	
活用	

J機関	  
edX-‐plazorm	

NII	  
edX-‐plazorm	

E大学	  
Moodle	  

I大学	  
独自LMS	  

大学教育ビッグデータ	

国際的にメジャーな学習支援システムを中心に	  
電子教材・課題・試験・ディスカッション等のアクティビティに伴うインタラクションを観測 	

C大学	  
独自LMS	  



波及的効果	

–  本事業のフレームワークとそれを実現するプロダクトは，高等教
育のみならず，初等・中等教育にも展開可能	  

–  予備校や組織内研修，自治体や企業等が提供する生涯学習プ
ログラムの運営などに技術革新をもたらす可能性	  

–  「学びの大規模共同観測装置」に蓄積されるデータの一部は	  
オープンデータとして提供することも検討	  

–  従来は高等教育機関の内部でしか得ることのできなかった	  
データや技術を活用した新産業・新市場創出につながる可能性	
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大学教育ビッグサイエンス	  
大規模共同観測に基づいた多様な主体的学習者の理解の推進	  

授業での学び	 学びの到達度	LMSでの学び	

授業時間外 
（数日〜1週間）	

学期 
（数ヶ月）	

授業時間内 
（瞬時）	

学びの認証	

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
（数年）	

情報科学	  
数理モデル　統計的パタン理解　データ連携 可視化支援	

大規模計算・集積基盤	

主体的	  
学習者	

京都大学	
F大学	A大学	

B大学	 E道大学	

D大学	C大学	

初等教育	  
中等教育	

生涯教育	  
生涯学習	

展開	展開	



　　　　教育支援ICT戦略
　知識社会の時代を迎えて大学教育への社会の期待は年々高くなっており、教育内容の高度化
はもとより、教育の質の保証や国際化が求められている。また、本学では教育の理念として
対話を根幹とした自学自習を掲げており、社会的要請に応え、本学の理念を実現するうえでは
教育でのITの利活用が必須のものとなってきている。利用可能な資源と技術動向を踏まえ、
教育支援ICT戦略として、物理的な学習空間とサイバーな学習空間の結節点である端末の
利用環境について、教室での対面授業と学内外での自学自習の両面に配慮した整備を進める。
また、仮想的な学習空間として教育を支える情報システムの整備と連携を進めるとともに、
デジタルコンテンツの形成と蓄積を行うことで、教育の可能性を広げるとともに、教育学習
履歴の蓄積と利用を通じて教育の質の向上を支援していく。

対話を重視した多様な学びを支える端末利用と教室の情報環境の整備
従来型の端末室、CALL（Computer-Assisted Language Learning）＊教室の高度化のほか、端末利用に
配慮した普通教室の情報環境や情報機器を配したアクティブ学習教室＊の整備を進め、また遠隔講義教室
における利便性と双方向性の向上を図ることで、対話を重視した多様な学びを支える教室の情報化を推進
する。さらに、ICTを活用した自習環境を強化するほか、個人所有の端末で、大学が保有する商用ソフト
ウェアを利用した学習を可能にするリモートデスクトップ環境＊の整備を進めるなど、端末から利用する
サービスの拡充を図り、BYOD（Bring Your Own Device）＊型の情報端末利用環境を整備する。これらに
加え、端末やシステムの利用やコンテンツの配信等を効率的かつ高信頼に実現するために、教育用汎用
サーバを導入するととともに教育用のシステムのサーバ集約を進める。

学習者主体の学びを促すサイバー空間の構築・整備
京都大学教務情報システム（KULASIS）**、京都大学学習支援システム（PandA）**、京都大学オープンコース
ウェア（京大OCW）**等のサイバー空間＊で利用する教育用システムについて、それぞれの目的や利用
できる範囲を明確化した上で、利用者の視点で有機的な連携を進める。さらに学習者個人が、自身の学習の
エビデンスを蓄積し、これに基づき主体的な学びを促進するためのeポートフォリオ＊の段階的導入を
進める。

教育用コンテンツ・リソースの共有とコミュニティ形成
講義・講演アーカイブ＊や学習用コンテンツなど、各種デジタルコンテンツや教育用デジタルリソースの
収集・蓄積・利活用を進める。また、それらコンテンツ等の共有化や、教育へのICT利用促進と教育現場の
ニーズに沿ったシステム構築および運用設計のため、教職員を中心とした利用者のコミュニティ形成を
進める。
**京都大学教務情報システム（KULASIS）：全学共通科目に関する情報をWeb化したシステムの名称のこと。国際高等教育院で開発・運用している。
**京都大学学習支援システム（PandA）：授業の支援を目的とする、京都大学の学習支援システム（CMS＊）。学内からだけでなく、インターネットや認証
基盤を通じて自宅などから自学自習のためのアクセスが可能なほか、授業資料の登録や配布、課題提出、テスト実施機能などを備えている。（2013年
５月現在も順次開発中）
**京都大学オープンコースウェア（京大OCW）：授業や講演会などの教材や資料をインターネットを通じて無償で公開する大学のサービスのこと。
**京都大学研究資源アーカイブ（KURRA）：京都大学における教育研究の過程において収集・作成された様々な資料類を、体系的に収集・保存し、新たな
教育研究の資源として運用することを目的とした活動、システム、および資料群。インターネットを通じて検索ができ、コレクションの一部は公開され
ている。
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授業の双方向性、対話性向上
自学自習を促すサイバー空間の構築・整備

教室の情報化推進

学内外のICT教育支援コミュニティ形成
ICTを活用した学生支援

教育系Webサービスのサーバ集約とシステム間連携

教育用コンテンツの蓄積と配信サービス

モバイル端末の学外利用モバイル端末の学内利用

研究資源アーカイブ**、電子図書館の拡充

デジタルコンテンツの収集・蓄積、配信 京大の知の共有化

教育用コンピュータサーバの集約化 教育用コンピュータ一元化

教育用コンピュータ端末群の運用改善 次期教育用コンピュータ端末ソリューションの展開

次世代アクティブ学習教室（高度双方向性、対話性）への展開

現CMS運用

電子化された情報の学生支援への活用ポータルサービス＊の活用

次世代CMS導入 KULASIS機能の統合

アクティブ学習教室等の整備

教育にかかる学術情報基盤の整備

自学自習環境の強化・拡充

eポートフォリオ導入 eポートフォリオ本格運用

関係組織の交流、ICT利用のFD＊活動、Web上での情報共有、OER＊の活用

安心できる効率のよい

高度な
コミュニケーション

本務に専念

京都大学IT戦略委員会（2013年6月）	

で議論されたロードマップのイメージ	



次期教育学習支援環境	
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レイヤー的観点	

クライアントサイド	  

クライアント側端末	  
必携PC（BYOD端末），固定端末，

遠隔講義ｼｽﾃﾑ	

サーバサイド	  

サーバ側基盤	  
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ/ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｸﾗｳﾄﾞ，	  
仮想化基盤，ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ	  

サービス・ソフトウェア	  
LMS，ポータル，KUMOI，映像配信・蓄積ｼｽﾃﾑ，	  

遠隔講義ｼｽﾃﾑ，CALL，eﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｼｽﾃﾑ	

教材	  
電子教科書，オンラインテスト，ビデオ教材，講義映像アーカイブ	

教授法・学習法	  
通常授業，アクティブラーニング，反転授業，MOOC，自学自習	

情
報
環
境
機
構	



次期教育学習支援環境での教育学習活動改善イメージ	

クライアント側	  
端末	  

サーバ側	  
基盤	  

サービス・	  
ソフトウェア	

教材	 教授法・学習法	

授業（端
末室，通
常教室の
IT環境強
化，ｱｸﾃｨ

ﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ
環境）	

• KUINS	  WiFi	  エリアの通常
教室等への拡大	  
• 通常教室での大人数に

よる	  KUINS	  WiFi	  接続・利
用	  
• 教員・学生間 でのﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾀ共有による参加型学習	  

• ﾌﾞﾛｯｸ予約等，授業
用一斉利用VDI	  
(Virtual	  Desktop	  
Infrastructure)	  環境
の整備	  
• 授業用計算機ｲﾒｰ
ｼﾞ作成支援体制の
整備	  

• LMS	  と連携した全学
利用可能なビデオ教
材作成配信蓄積ﾌﾟﾗｯﾄ

ﾌｫｰﾑの整備	  
• ﾐﾆｯﾂﾍﾟｰﾊﾟｰ等，手書

きﾍﾟｰﾊﾟｰの複合機に
よるLMSへの自動提
出	

• すべての教材
を1台のﾊﾟｿｺﾝ
に導入	  
• 電子教科書の
整備と利活用 	

• LMS	  を利用した講義資
料の提供	  
• ﾋﾞﾃﾞｵ教材の活用	  
• LMS	  を利用したﾘｱﾙﾀｲﾑ
での意見集約・検討	  
• 反転授業等，ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰ
ﾆﾝｸﾞの推進	

予習・復
習・自学
自習環境
（オンキャ
ンパス）	

• 	  OSL	  のﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ化	  
• ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ拡大・充実	
• BYOD	  端末一時保管のた

めのﾛｯｶｰ整備	  
• ＩＴﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸの充実	

• VDI	  (Virtual	  Desktop	  
Infrastructure)	  によ
るﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ利用	

• 高解像度映像ﾒﾃﾞｨｱ
端末の整備	  
• 全学共通利用可能な

CBT	  (Computer-‐based	  
Training)	  やeﾗｰﾆﾝｸﾞﾃ

ｽﾄ受験ｾﾝﾀｰの整備	  

• LMS	  を利用した課題の
提出・採点・返却	
• LMS	  を利用した理解度

確認用ｵﾝﾗｲﾝﾃｽﾄ	  
• LMS	  を活用した受講者

間の情報共有の活性化	  
• 電子教材，映像資料に
よる予習復習	  
	予習・復

習・自学
自習環境
（オフキャ
ンパス）	

	

• 標準仕様の提示や業者
斡旋等，PC購入支援策の
策定と実施	  
• PCが購入できない学生
への支援策の策定と実施	  

• 専門教育用ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱによる実
験・実習ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの

授業時間外での実施	
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イベント企画「国際通用性のある主体的学習者を
育むためのラーニングアナリティクス」	
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