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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は大学初年次の学習者を対象にeポートフォリオ学習が促進するよう，様々な
タイプの学習者に適合した学習支援を展開することにある．学習者にあった学習支援を実現するために，学習者がいく
つかの学習タイプに分類されると考え，学習者を学習タイプごとに小グループに分け，小グループごとに適切な学習支
援手法を適応する．
学習者を同じ学習タイプに分類する手法として，Felderらの学習スタイルモデルに着目し，学習者を学習スタイルをも
とに分類し，学習スタイルで分類されたグループごとにeポートフォリオ学習スキルの変化について考察した．eポート
フォリオ学習スキルを測定する質問紙を評価のために開発した．

研究成果の概要（英文）：This research purpose is to deploy a learning support adapting to any types of 
freshers so as to encourage a e-Portfolio learning. In order to make sure the method to support any types 
of the learners adaptively, I proceed the learners are clustered into a several small groups based on 
each learning types, and apply the adequate supports to such a small group.
As a method to cluster by similar type of learners, I focused on the Felders' learning style model. The 
learners were clustered into a several groups based on the Felders' learning style. I looked at variation 
of e-Portfolio learning skills in each of clustered groups. The questionnaire was developed for measuring 
improvement of e-Portfolio learning skills owing to the supports in each of the clustered group.

研究分野： 教育工学
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４．研究 果 
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図 1   者の分類 合 せ   支援 
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