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e-Portfolio Assessment for the PBL Course:  

Analytics of  Reflection  

as the Evidence of  Active Learning 

Tosh Yamamoto & Chiaki Iwasaki, Kansai University 
Maki Okunuki, Kobe Shnwa Women’s Univeristy 

Masahiko Funakawa & MinoruNakazawa, Kanazawa Inst. of  
Tech 

 

ee--PPoorrttffoolliioo  
Path to Scholarship, Career,  
College, & Life-Long Learning Planning 

What is e-Portfolio? 

n  What is e-Portfolio? 

n  The position we take here. 

n  The basic concepts of  e-Portfolio. 

n  Proposing Assessment Strategies 

e-Portfolio 
n  No culture to make use of  portfolio system in education in Asia 

Source: Portfolio System by Emit Japan 

Portfolios turned 
in by the medical 
degree candidates. 

Evaluation of  
Portfolios: two 
examiners read 
Portfolios individually 

Prep-meeting by all 
examiners: agreement 
formation for 
standardizing the 
evaluation measures  

What is e-Portfolio? 
n e-Portfolio is characterized by: 

n Constructivism in Education 
n Learning Effectiveness rather than Teaching Effectiveness 
n Active Learning by the Problem Identifying/Solving Strategies 
n Collaborative Group Learning (Team-Based Learning) 
n Learning Outcome from Team Work and Leadership 
n Social Aspects in Classroom …  
    Discussion -> Sharing Information -> Identifying the Problem -> 
    Decision-Making for the Next Step (Project Design) -> Project 
    Management -> Reflection  (i.e., Plan-Do-Check-Action Cycle) 

n Course Offered by Clear Goals, Objectives, and Planning in terms of  
Syllabus 
n Clearly Stated Institutional Mission and Goal Statements:  

Types and Purposes: 

n  Types of  e-Portfolio 
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n 1. Student e-Portfolio  
n Show cases for proofs of  achievements 
n Purpose:  career development, course accomplishment 
n Collection of  artifacts 
n Place to share representations, reflections, improvement 
processes. 

n 2. Faculty Development e-Portfolio 
n Show cases for proofs of  academic achievements by professors 
n Teaching strategies to be shared with other colleagues 
n Purpose: professional development as educators 

n 3. Institutional e-Portfolio 
n Collections of  student e-Portfolio and faculty development e-
Portfolio 
n Evidence for learning and accreditation 

e-Portfolio:: 3 Types:    What we focus on here 

n  We choose the Learning e-Portfolio  

n  And why? 

[70]	  	  18	  min.	  

WHY WHAT HOW 
Challenges must be 

made! 

Higher Ed is NOT meeting the society’s needs for  
college graduates 

From	  VIEW	  21,	  2011.	  Benesse	  Center	  for	  Research	  and	  Development	  in	  EducaEon	  

3	  years	  
aHer	  	  

graduaEon	  
(n=1732)	  

Problem	  Solving	  Skill	  (Data	  Collec5on,	  Analysis,	  Problem	  Solving)	  

 
Con5nuous	  Learning	  (Intellectual	  Curiosity	  &	  Ac5ve	  Learning)	  

 
Independence	  (Exercise	  independence	  	  and	  display	  leadership	  in	  

project)	  

 
Teamwork	  (Collabora5ve	  aGtudes	  &	  perform	  one’s	  du5es	  and	  

responsibility	  in	  project)	  
Self-‐Management	  (	  Set	  goals,	  plan	  well,	  and	  work	  accordingly)	  

 
Problem	  SeGng	  and	  Solving	  (Analyzing	  the	  situa5on	  to	  iden5fy	  the	  

problem	  to	  be	  solved)	  

 
Logical	  Thinking	  	  

 

9	  

Not	  taught	  in	  the	  	  
Curriculum	  !	  

What	  skills	  are	  
required	  as	  you	  

work	  ?	  

Positive Replies              Neg. 

Concepts of  Learning 
Portfolio 

n  Learner as a pilot 

n  Prof  as a copilot 

Traditional vs. e-Portfolio Way 

n  Goal (set by the professor) 

Traditional Education e-Portfolio Way 

student 

Learner as a pilot / 
navigator of his/her own 
learning 
Teacher as the co-pilot 

・goal (set by the 
learner) 

professor 

Traditional vs. e-Portfolio Way 

n  Evaluation vs. Assessment 

n  Traditional Education vs. e-Portfolio Way 
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Traditional vs. e-Portfolio Way 

n  Evaluation vs. Assessment 

n  Evaluation: Accomplished Results are the target 

 

n  Assessment: Academic Advising and Consultation in the process of  
learning (= e-Portfolio Way) 

Traditional vs. e-Portfolio Way 

n  Goal: Letter Grades: A B+ B 
B- . . . .listing students in order  

n  For students: X-many credits are required 
to graduate. (e.g. 130 credits) 
 

n   For faculty:  Summative assessment 
(grade reports) 
 

 

n  For hiring companies: chance to know 
applicants through resumes. Requires 
personnel specialists to hire high-caliber 
students 

n  Goal: Human Development: the 
future members for the society 

n  For students: Develop attitude for 
life-long active learning in order to 
perform well in the society in the 
future 

n   For faculty:  Visualization of  each 
student’s strong points as well as 
weak points through the learning 
process 

n  For hiring companies: chance to 
know applicants better and to be able 
to hire applicants with higher quality 
that is guaranteed by e-Portfolio  

Traditional e-Portfolio 

e-Portfolio Way 

n  We will discuss "assessment”. 

e-Portfolio Way 

n  Assessment (e-Portfolio Way) 
n  Students set their own goal of  learning 

n  Teacher as copilot of  student’s learning 

e-Portfolio Way 
n Crucial Features of  e-Portfolio (1/2) 

n  Foundation: Kolb’s Experimental Learning Model &  

                            H. Gardner’s Multiple Intelligence. 
n  Each student sets up their own learning goals based on their career 

background. 

n  Each student maps their own curriculum through advisory sessions 
with the mentor professor. 

n  A mentor professor works together with the student to confirm that the 
initial goals are reached. 

n  Each student’s learning experiences: reported in reports artifacts, 
reflection journals throughout the courses on e-Portfolio 

e-Portfolio Way 
n Crucial Features of  e-Portfolio (2/2) 

n  Entire course activities: 
n  Assessed from learning processes throughout the courses from various 

angles 

n  Adopted Model for all activities: Improvement Cycle Model (Plan-Do-
Check-Action Model) 

n  Final Evaluation: 
n  Quality Evaluation of  how much each student achieved in each course 

n  Quality Evaluation of  how much knowledge and skills each student 
gained through the learning process and reflection 

n  Entire components of  e-Portfolio are assessed 
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e-Portfolio Way 
n e-Portfolio offers students:  

n  Opportunity to set up the customized academic goals to meet 
professional needs. 

n  Evaluation as well as feedback to all course work 

n  Evaluation as well as feedback throughout the curriculum 
until completion of  the program 

n  Academic Advising by the mentor professor/ teaching staff  

n  Visualization of  the student’s achievements 

n  Visualization of  how much the student has achieved toward 
the educational goals 

 

n  Assess what? 
n  MI eight categories. 

n  Sources for the assessment 

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Sources for assessment: 
n  Students’ reflections of  learning activities in the course of  learning 

n  The mirror of  the curious mind 

n  Using probe questions to extract what students accomplished/learned/
mastered/…/ in the course 

n  Competency based assessment – rubrics 

n  MGTA 

n  NMF  

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Competency based assessment – rubrics 

n  Visualizing accomplishments in learning (components) 

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Competency-based assessment – rubrics 

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Competency based assessment – rubrics 

n  Visualizes: 
n  Where am I, as a learner, going? 

n  How do I, as a learner, know when I get there? 

n  How do I, as a learner,  get there?  (Robert F. Mager) 

n  Professors or teachers need to evaluate and visualize students’ 
learning outcomes. (still traditional in a way). 
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Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  It is important to clarify the correlation of  objectives, activities and 
assessment.  

n  Professors or teachers need to select the optimal way to assess the 
learner's activities. 

the acceptance policies  (Suzuki, 2004)  

Competency Matrix	 

Image cource: www.nps.gov/training/nrs/images/
competencies_matrix.png	 

Example	 

Rubric-Based Evaluation	 

image source:  www.2020mds.com/grfx/1.4programs_grfx/compmatrix_wg.jpg	 

n  End of  Rubrics	 

n  M-GTA	 

How to Assess Students’ Growth and 

Visualize the Learning Effect in M-GTA	 

 
■M-GTA(Modified Grounded Theory Approach) 
  

 M-GTA is …  
   

  ■ originally proposed by Barney Glaser and Anselm Strauss,  which is the  
     way of  qualitative analysis grounded-on-data. 
   
  ■	 useful for the qualitative assessment for PBL of  the social fundamental  
      skills targeting the students of  the liberal arts majors. 
   
  ■	 based on the theory that the major conceptual components are buried in  
      the written data and that such conceptual components are minable   
      through a certain procedure. 
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Qualitative assessment for PBL  
in M-GTA	 

 
　■PBL (Field Study at Kobe-Shinwa Women’s University) 
　Students in groups work collaboratively with the people in local   
    communities or companies in order to solve problems that they face daily. 
    ex. Revitalizing local areas, development new products with companies 

　 

   ■Assessing Students’ Growth and the Learning Effect in M-GTA               
Self-actualization and self-identification /Desire to interact with role models 
as adult  

    Problem identifying/solving skills, meta cognition skill, team work skill, 
collaborative communication skill 

    	 

	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 

 
   (1) Analyzing the written data in the e-Portfolio and the interview results.  
 
   (2) Creating conceptual categories by considering  and interpreting  
         meanings of  data, and linking categories of  similar concepts which are  
         closely related. 
 
   (3) Analyzing relevance (correlation) among all conceptual components. 
 
   (4) Mapping the all conceptual components on a sheet for the holistic 
       view. 
 
   (5) Visualizing the learning process and effect of   PBL. 

フィールドスタディ	 日本酒プロジェクトへの参加を通して成長したこと	 

2012.2.29　心理学科3年　佐々木　菜緒	 

フィールドスタディへの参加動機	 

私が小西酒造株式会社	 様との新商品開発のフィールドスタディに参加したきっかけは、
友達に誘われたからという軽い気持ちでした。私はお酒が飲めないので初めは参加する
のを迷っていましたが、飲めない人の意見も重要だと後押ししてくださった先生方や、

たくさんのアイデアや発言力をもつ友人のおかげで完成することができたと思っていま
す。今では行動してよかったと思えます。どんなことでも行動してみないことには次に

つながることはないのだと実感しました。	 

学習プロセス：フィールドスタディへのかかわり方	 

心理学科の友人と、兵庫県立大学の院生の方々と2年間開発に取り組んできましたが、
商品化まで上手くいかないことも、悩んだこともたくさんありました。他大学生と日程
が合わせづらかったり、情報がきちんと伝わっていなかったりするなど、初めてのこと

ばかりで戸惑うこともありました。例えば、新商品のアイディアやコンセプトの提案、
アンケートの取り方や、味を決めるためのテイスティング、パッケージのイメージから

企業のバイヤーの方への商品説明など、すべて自分たちで決めていくことに大きな責任
感を感じていました。	 
私自身の課題は、大勢の人の前ではあがってしまい、たくさんの関係者が参加する

ミーティングではなかなか発言することができず、貴重な体験をさせていただいている
のに、と情けなく思うことが多々ありました。そんな弱音を吐く私を支えてくれたのが

友人や先生方です。うまく言葉が出てこない私のフォローをしてくれたり、落ち込んで
いるときには励ましてくれたり、アドバイスをくれたり、周りの方々の支えがあったか
らこそ私たちが提案・開発した女子向けの新しいお酒『にゅーはーふ』を形にできたの

だと思っています。	 
　そして2月1日の「スーパーマーケット・トレードショー」では、スーパーや小売店の
バイヤーや店長に開発商品の商談を行いました。私たちの2年間のフィールドスタディ
の取り組みが一つの商品として社会に出るのだと思うと、楽しみでもあり、展示会の重
要性を考えると少し怖くもありました。フィールドスタディに参加した時から一緒に頑

張ってきた友人は、当日体調不良で参加することができず、心細く思っていましたが、
一緒に来てくださった先生からたくさんのアドバイスをいただき、商談に臨みました。
最初は企業の方々に何をどう話していいのか全く分からず、話しかけるまでに時間がか

かり、会話ができても少し批判的な意見が出ると言葉に詰まってしまいました。そんな
時に先生から「自信をもって今までやってきたことを伝えればいい」と後押ししていた

だきました。日本酒プロジェクトは、この日を目標として2年間やってきたのだから、
後悔はしたくない。参加できなかった友人のためにも、これまで支えてくれた人たちの
ためにも今出し切らなければ意味がないのだと思い、自分から呼び込んで話しかける努

力をしました。たくさんの企業のバイヤーや店長とお話していくうちに、他社の方から
お褒めの言葉をいただいたり、お店で扱っていただけることが決まったりするなど、説

明だけで精一杯だった最初に比べてだんだん話すことが楽しくなっていきました。	 

自己評価：フィールドスタディから学んだこと	 
フィールドスタディで私が学んだのは、「自信をもつ」ということで

す。うまく言葉にできなくて悔しかったことも、情けなくて自分が嫌に
なったこともありましたが、その分周りに支えてもらっていることに改
めて気づくことができ、がんばろうと前を向くことができました。また、
フィールドスタディの活動では、自分が自分で行動することで企業と積
極的に関わることができます。「学生だから」は通用しません。自分た
ちでアンケートを取ったり、味を決めるためにテイスティングを行った
りするなど、行動力も身についたように思います。自分の言葉に責任を
もつこと、自分の中のイメージを言葉にして伝えることの難しさをしり
ました。自分たちが思っていたものが徐々に形になっていくことの嬉し
さは、体験してみないとわからないことだと思います。今回お世話に
なった企業さんはもちろん、たくさんのアドバイスをくださった先生方
や一緒に頑張ってきた仲間、協力してくれた人たちへの感謝を忘れずに、
開発した商品が多くの消費者に支持されるよう見守っていきたいです。	 
キャリア意識への影響：フィールドスタディの経験を今後にどう活かし

たいか	 

私は今まさに就職活動の真っただ中におりますが、企業の方と関わる
ときにフィールドスタディで関わった方々のことを思い出します。ただ
自分をアピールするのではなく、自分がその会社に入って何ができるの
か、何がしたいのかを伝えることが大切だと知りました。企業の方と関
わることができなければ、「企業側から見た学生」を客観的に考えるこ
とはできなかったと思います。そして企業の方同士のネットワークの重
要さも知りました。企業の方は同じ業界に偏ることなく、様々な業種の
方と交流をもたれており、そのおかげで私の興味のある業界のお話も伺
うことができました。フィールドスタディでかかわった企業の方々には
とても親身に相談に乗っていただき、業界や仕事の良い面も厳しい面も
知ることができました。厳しい意見も素直に受け止め、そのうえで私は
自分の選択をすることができました。迷うことも不安なこともたくさん
ありますが、フィールドスタディで得た知識や経験を活かし、納得のい
く就職活動をしていこうと思います。	 
⇒4年4月に就職内々定	 

Self-
assessment	 

Life-long 
Career 

Planning	 

Identification 
through the 

meta cognition 
in learning 
activities 

Self-set 
learning 

objectives	 

Reflection Report	 

(1)Analyze the written data in the e-Portfolio and the survey by interviewing. 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 

(2) Creating concepts by 
considering  and interpreting 
meanings of  data, and categories 
of  several concepts that are 
closely linked. 

 

	 

NO. 18 

概念名 「本物の自信」の獲得 

定義 これまでの自分と比較し、フィールドスタディ・プログラム経験後の自分自身に「本物の自信」がついたと意味づ

けしている。 

≥ｳfiﾞ ßｧÿﾘ¥ｴ∞ｰºｼÆｮ›ﾝ 

（具体例） 

●フィールドスタディをやってきた自分自身を振り返ってこれまでの過去の経験を振り返っている。大学では何と

なく自分に自信がなかったが、フィールドスタディをやったから自信のなさの実態が見えた。大学に入�るまで（中

高テニス部部長経験）は、誰よりも先に早く情報を知り得たから誰よりも早く言われたことに動くことができて、

そのことに自信はあった。大学生になっても、これまで高校までの部長経験が一番よかったんだと思っていた。で

も今思えば、それはそんなにすごいものではなかったと気がついた。声が大きいから部長になっていただけかも。

高校での部長経験への自信は、実は根拠のない自信だったのだと気づいた。声が大きいとか、人より動きが早いと

か、個性みたいなものによる自信から、フィールドスタディをやって自分の努力による自信がついた、そういう自

信が大切だということかな。向�き合ってやれば自信がつくということ。 

●大学生になってフィールドスタディで新しいことにチャレンジしたこと、やり遂げたことへの自信ができた。 

●フィールドスタディで私が学んだのは、「自信をもつ」ということ。自分では苦手だと思っていたことが、やって

みたらできるということに気がついたから。 

■フィールドスタディをしてなかったら、自分に自信をもてないままだったと思う。フィールドスタディをやった

という事実がまずあることが自信になる。 

■就活の面接が始まる前は緊張するが、うまく言えなくてもなんとか言える材料＝フィールドスタディの活動があ

る、ということが自信になる。フィールドスタディの経験を認めてくれる会社に出会えると信じている。 

理論的 

メモ 

「本物の自信」とは、就職活動が気になり始めた 1 年前に、課題解決型フィールドスタディ・プログラムへの参加

動機の１つである＜「何もない自分」への焦り＞と関連しているのでは？ 

→●学生が「本物の自信」という部分は、フィールドスタディを通して自分で課題や困難を乗り越えてきたこと、

他者との協働から成長してきたことについて、自分で振り返り評価することで自己の発見がなされたことから得ら

れた自信であろう。これは PBLならではの学習プロセスから得た自信である。 

→■「何もしていない自分」だったのが、「フィールドスタディに打ち込んだ自分」になったという事実が、学生に

とっては「本物の自信」と表現する背景にあるのではないか？ 

  ↓ 

不安だらけの就職活動を乗り越えるには、こうした課題解決型フィールドスタディ・プログラムの経験から得た「本

物の自信」がお守りのように受け止められているのではないか？ 

 

Worksheet for 
Analysis	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 

 
概念名 

概念の定義 
ヴァリエーション例 

A 
参

加

動

機 

実習型学習 
への興味 

実習型学習が新鮮で「楽しそう」「何かできる」と興味がある。 
「普通の授業ではただ話を聞く授業が多いけど、学外に出られる実習形式は⾯面⽩白そうで興
味がわいた」、「⼤大学の外に出られるので⾯面⽩白そうだと思った」 

「何もない自

分」への焦り 

大学生活で「頑張っている」と言えることがないことに、焦りを感じている。 
「⼤大学⽣生になってからこれといって打ち込めることを何もやってない。今のうちに何かを
やっておきたいという気持ちからフィールドスタディに参加することにした」、 
「3年年⽣生になったら就職活動があるので、学⽣生時代に何かに打ち込んでおいたほうがいい
という思いが頭の中にあった」 

B 
社

会

的

か

か

わ

り

に

お

け

る

ギ

ャ

ッ

プ 

「学生」と 
「社会人」の 
ギャップ 

取り組み相手先の企業や地域の方々との関係構築で、戸惑いや不満を感じている。 
「今まで話す⼈人たちは最初から友達、部活仲間という関係が初めから決まっていた。フィ
ールドでは年年配の男性が多く、⼥女女性も遠慮がちであった。地域の独特の雰囲気の中で発⾔言
の仕⽅方も分からず、独特の雰囲気の中にどう踏み込んでいいのかわからなかった」、「年年代
もお姉さんやお⺟母さんたちといった感じで、初めましてからスタートするのは話題に困っ
て難しかった」 

「先輩」と 
「後輩」の溝 

同じプロジェクトに関わる年齢の異なる仲間との接し方が分からず戸惑っている。 
「⼤大学で後輩ができたのは初めて。⾼高校では部活をしていなかったので、先輩・後輩の関
係は中学⽣生以来だった。フィールドスタディを始めた頃は、⾃自分たちの学年年は仲良良しだか
ら固まっていて、後輩は置いてきぼりにしていた。ずっと何をするにも学年年が分かれてい
た」、「⼀一緒に仲良良くなれたらいいと思っていたが、中盤までそのまま何もできないままだ
った。⾃自分たちは半年年早めにやってきけど、後輩はどう動いていいのかわからないのかな
と思ってはいたけど…」 

スケジュールの

調整 

連携先との調整が必要なため、授業のようにあらかじめフィールドスタディ・プログラム

のスケジュールを調整・把握しきれないことに不満を感じている。 
「学外とのやりとりがあるとはいえ、スケジュールがいつもぎりぎりに決まることに困っ
た」、「こちらも忙しいのに、このスケジュール管理理はどうなっているんだ！という怒怒りも
あった」 

教員からの 
フィードバック 

イライラ、不満、不安を教員にぶつけることで、学生が自分で考え行動するヒントを引き

出す。 
「先⽣生から事情や背景を説明してもらい、社会に出てもこんなことはよくあるだろう、と
思えるようになった。それからは⾃自分からスケジュールの確認もするようになった」、「（商
談の場に出ることを）⼼心細く思っていたけれど、⼀一緒に来てくださった先⽣生からたくさん
のアドバイスをいただき、商談に臨臨んだ。先⽣生から『⾃自信をもって今までやってきたこと
を伝えればいい』と後押ししてもらえた」 

C 
内

省

的

学

習 

「情けない 
自分」 

プロジェクトを進める中で、思ったようにできない自分に情けなさを感じている。 
「うまく⾔言葉葉にできなくて悔しかったことも、情けなくて⾃自分が嫌になったこともあっ
た」、「最初の頃は企業の⽅方々に何をどう話していいのか全く分からず、話しかけるまでに
時間がかかった。会話ができても少し批判的な意⾒見見が出ると⾔言葉葉に詰まってしまって悲し
かった」 

相手目線�の獲得 

自分たち目線�ではなく、相手目線�に立った考え方や取り組みが大切だと気づく。 
「今思えば、『私たちの都合に合わせてもらって当たり前だ』と思っていたのだろう。し
かし、何度度か企業の⽅方にお会いするうちに、企業の⽅方々は⾃自分の仕事を終えた後に時間を
作ってくださっているとういことに気が付き、⾃自分たちの思いばかりで考えていたことに

(3) Analyzing  relevance 
among conceptual 
components. 
 
 
	 

Concepts and 
categories	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 
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参
加
動
機 

Ｃ 

内
省
的
学
習 

【「学生」と「社会人」】 
【「先輩」と「後輩」】 
【スケジュールの調整】 

【「学生」から「仕事パートナー」へ】 
【本気になること】 

【「情けない自分」】 
【相手目線�の獲得】 
【責任感の芽生え】 

【目標達成への満足感】 

          ⇅ 
【社会的評価の認識】 

【自分で考え行動する力の伸長】 
【発言力の伸長】 
【プレゼンテーション力の伸長】 

【企業・仕事を見る目の変化】 
【就職活動におけるジレンマ】 

Ｂ 

社
会
的
か
か
わ
り 

  
  

に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ 

Ｅ 

自
己
評
価 

【「本物の自信」を 
獲得した自分】 

【仕事へのコミットメント】 

【教員からのフィードバック】 

Ｄ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

へ
の
執
着
心 

ぷ
ろ
じ
ぇ 

【実習型学習への興味】 

【「何もない自分」への焦り】 

Ｆ 

キ
ャ
リ
ア
意
識 

へ
の
影
響 

⇅ 

変
容 

(4) Mapping the all conceptual components on a sheet for the holistic view. 
 

(5) Visualizing the Process and effectiveness of  PBL  
      e.g. in the Field Study at Kobe-Shinwa University. 

Mapping the  
Learning Process 

of  PBL 	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 
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Summary : 
 Learning Outcome	 

In the Field Study at Kobe-Shinwa University using of  e-Portfolio 
 
Our analysis proved that the student’s motivation is increased by realizing   
  
■the status of  the university student being different from the full-fledged members 
    in  the society, i.e., self-actualization and self-identification   
 

■the desire to interact with them, i.e., finding a role model as a adult 
 
 

1. Students develop their meta-cognition and self-actualization skills effectively                  
	 	 	 －the fundamental survival skills as an adult. 
 
2. The course e-Portfolio for academic fundamental skills and the career e-Portfolio,   
   which are  independently operated on campus, can be united with the newly   
   educational goal or the school-wide mission and its vision.  

n  End of  M-GTA.	 

n  End of  M-GTA	 

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Non-negative Matrix Factorization (NMF) 
n  A method of  text mining : Extracting key attributes/cues of  learners in 

the learning process. 

n  Basic idea:  The choice of  words in writing crucially vary in the course of  
learning.  Peculiar characteristics may appear when the learner shift to a 
higher strata of  learning.  

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Non-negative Matrix Factorization (NMF) 非負値行列因子分解 
n  A method of  clustering : i.e., Principal Component Analysis for Qualitative Analysis 

n  Take any data as  matrix:  students’ reflection reports (free writing) 

n  Concept: what is not in mind will not appear in words in reflection 

n  e.g.                        ______Bag-of-words in reflection______________________ 

MI items list Grp  A | 

MI items list  Grp B | 

MI items list  Grp C | 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

n  Example Data set taken from 20 Newsgroups threads 	 

Data set taken from 20 Newsgroups threads 	 
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Qualitative,  
rather than Quantitative 	 

n  Non-negative Matrix Factorization (NMF) 非負値行列因子分解 
n  A method of  clustering : i.e., Principal Component Analysis for Qualitative Analysis 

n  Take any data as  matrix:  students’ reflection reports 

n  Concept: what is not in mind will not appear in words in reflection 

n  e.g.                        ______Bag-of-words in reflection______________________ 

MI items list Grp  A | 

MI items list  Grp B | 

MI items list  Grp C | 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

n  example	 

To Sum up . . . 	 

n  Learner-Centered Learning and Assessment 
Strategies 

n  E-Portfolio Way 

n  Constructivism 

n  Assessment Strategies 
n  Competency-Based 

n  NMF 

n  M-GTA	 

n Detailed Discussion for the selected options for 
assessment will be in one of  the workshop sessions 
at ISGC 2015 (March) in Taipei. 

Thank you for your participation!	 

e-Portfolio Assessment for the PBL Course:  

Analytics of  Reflection  

as the Evidence of  Active Learning 

Tosh Yamamoto & Chiaki Iwasaki, Kansai University 
Maki Okunuki, Kobe Shnwa Women’s Univeristy 

Masahiko Funakawa & MinoruNakazawa, Kanazawa Inst. of  
Tech 

 

ee--PPoorrttffoolliioo  
Path to Scholarship, Career,  
College, & Life-Long Learning Planning 

研究報告書　（教育研究高度化促進費）

- 233 -



2016/05/07	

1	

(4) Session 4 : 
 Assessment Methodology for Big Data :  Learners’ 

Reflection Reports as corpus for Non-Negative 
Matrix Factorization  (NMF) 

Tosh Yamamoto & Chiaki Iwasaki, Kansai University 
Maki Okunuki, Kobe Shnwa Women’s Univeristy 

Masahiko Funakawa & MinoruNakazawa, Kanazawa Inst. of  
Tech 

 

ee--PPoorrttffoolliioo  
Path to Scholarship, Career,  
College, & Life-Long Learning Planning 

Assessment in e-Portfolio 

n  Proposing Assessment Strategies 

Assessment in e-Portfolio 

n  We are discussing "assessment”. 

Assessment in e-Portfolio 

n  Assessment (e-Portfolio Way) 
n  Students set their own goal of  learning 

n  Teacher as copilot of  student’s learning 

http://sitemaker.umich.edu/356.martin/files/multiple_intelligences_diagram 

n  Assess what? 
n  MI eight categories. 

n  Sources for the assessment 

Assessment in e-Portfolio http://www.tecweb.org/styles/gardner.html	 

Visual-Spatial - think in terms of  physical space, as do architects and sailors. Very 
aware of  their environments. They like to draw, do jigsaw puzzles, read maps, 
daydream. They can be taught through drawings, verbal and physical imagery. Tools 
include models, graphics, charts, photographs, drawings, 3-D modeling, video, 
videoconferencing, television, multimedia, texts with pictures/charts/graphs.  
Bodily-kinesthetic - use the body effectively, like a dancer or a surgeon. Keen sense of  
body awareness. They like movement, making things, touching. They communicate 
well through body language and be taught through physical activity, hands-on 
learning, acting out, role playing. Tools include equipment and real objects. Musical - 
show sensitivity to rhythm and sound. They love music, but they are also sensitive to 
sounds in their environments. They may study better with music in the background. 
They can be taught by turning lessons into lyrics, speaking rhythmically, tapping out 
time. Tools include musical instruments, music, radio, stereo, CD-ROM, multimedia. 	 

Assessment in e-Portfolio 
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http://www.tecweb.org/styles/gardner.html	 

Interpersonal - understanding, interacting with others. These students learn 
through interaction. They have many friends, empathy for others, street smarts. 
They can be taught through group activities, seminars, dialogues. Tools include the 
telephone, audio conferencing, time and attention from the instructor, video 
conferencing, writing, computer conferencing, E-mail. Intrapersonal - 
understanding one's own interests, goals. These learners tend to shy away from 
others. They're in tune with their inner feelings; they have wisdom, intuition and 
motivation, as well as a strong will, confidence and opinions. They can be taught 
through independent study and introspection. Tools include books, creative 
materials, diaries, privacy and time. They are the most independent of  the learners. 
Linguistic - using words effectively. These learners have highly developed auditory 
skills and often think in words. They like reading, playing word games, making up 
poetry or stories. They can be taught by encouraging them to say and see words, 
read books together. Tools include computers, games, multimedia, books, tape 
recorders, and lecture.  
Logical -Mathematical - reasoning, calculating. Think conceptually, abstractly and 
are able to see and explore patterns and relationships. They like to experiment, 
solve puzzles, ask cosmic questions. They can be taught through logic games, 
investigations, mysteries. They need to learn and form concepts before they can 
deal with details. 	 
	 

Assessment in e-Portfolio Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Sources for assessment: 
n  Students’ reflections of  learning activities in the course of  learning 

n  The mirror of the curious mind 

n  Using probe questions to extract what students accomplished/learned/
mastered/…/ in the course 

n  Competency based assessment – rubrics 

n  MGTA 

n  NMF  

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Non-negative Matrix Factorization (NMF) 
n  A method of  text mining : Extracting key attributes/cues of  learners in 

the learning process. 

n  Basic idea:  The choice of  words in writing crucially vary in the course of  
learning.  Peculiar characteristics may appear when the learner shift to a 
higher strata of  learning.  

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Non-negative Matrix Factorization (NMF) 非負値行列因子分解 
n  A method of  clustering : i.e., Principal Component Analysis for Qualitative Analysis 

n  Take any data as  matrix:  students’ reflection reports (free writing) 

n  Concept: what is not in mind will not appear in words in reflection 

n  e.g.                        ______Bag-of-words in reflection______________________ 

MI items list Grp  A | 

MI items list  Grp B | 

MI items list  Grp C | 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n  Example Data set taken from 20 Newsgroups threads 	 

Data set taken from 20 Newsgroups threads 	 

To Wrap up . . . 	 

n  Learner-Centered Learning and Assessment 
Strategies 

n  E-Portfolio Way 

n  PBL thru TBL :   Constructivism 

n  Assessment Strategies 
n  Competency-Based 

n  NMF 

n  M-GTA	 
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Thank you for your participation!	 

(4) Session 4 : 
 Assessment Methodology for Big Data :  Learners’ 

Reflection Reports as corpus for Non-Negative 
Matrix Factorization  (NMF) 

Tosh Yamamoto & Chiaki Iwasaki, Kansai University 
Maki Okunuki, Kobe Shnwa Women’s Univeristy 

Masahiko Funakawa & MinoruNakazawa, Kanazawa Inst. of  
Tech 

 

ee--PPoorrttffoolliioo  
Path to Scholarship, Career,  
College, & Life-Long Learning Planning 

Qualitative,  
rather than Quantitative  

n MGTA 

How to Assess Students’ Growth and 

Visualize the Learning Effect in M-GTA	 

 
■M-GTA(Modified Grounded Theory Approach) 
  

 M-GTA is …  
   

  ■ originally proposed by Barney Glaser and Anselm Strauss,  which is the  
     way of  qualitative analysis grounded-on-data. 
   
  ■	 useful for the qualitative assessment for PBL of  the social fundamental  
      skills targeting the students of  the liberal arts majors. 
   
  ■	 based on the theory that the major conceptual components are buried in  
      the written data and that such conceptual components are minable   
      through a certain procedure. 
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Qualitative assessment for PBL  
in M-GTA	 

 
　■PBL (Field Study at Kobe-Shinwa Women’s University) 
　Students in groups work collaboratively with the people in local   
    communities or companies in order to solve problems that they face daily. 
    ex. Revitalizing local areas, development new products with companies 

　 

   ■Assessing Students’ Growth and the Learning Effect in M-GTA               
Self-actualization and self-identification /Desire to interact with role models 
as adult  

    Problem identifying/solving skills, meta cognition skill, team work skill, 
collaborative communication skill 

    	 

	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 

 
   (1) Analyzing the written data in the e-Portfolio and the interview results.  
 
   (2) Creating conceptual categories by considering  and interpreting  
         meanings of  data, and linking categories of  similar concepts which are  
         closely related. 
 
   (3) Analyzing relevance (correlation) among all conceptual components. 
 
   (4) Mapping the all conceptual components on a sheet for the holistic 
       view. 
 
   (5) Visualizing the learning process and effect of   PBL. 

フィールドスタディ	 日本酒プロジェクトへの参加を通して成長したこと	 

2012.2.29　心理学科3年　佐々木　菜緒	 

フィールドスタディへの参加動機	 

私が小西酒造株式会社	 様との新商品開発のフィールドスタディに参加したきっかけは、
友達に誘われたからという軽い気持ちでした。私はお酒が飲めないので初めは参加する
のを迷っていましたが、飲めない人の意見も重要だと後押ししてくださった先生方や、

たくさんのアイデアや発言力をもつ友人のおかげで完成することができたと思っていま
す。今では行動してよかったと思えます。どんなことでも行動してみないことには次に

つながることはないのだと実感しました。	 

学習プロセス：フィールドスタディへのかかわり方	 

心理学科の友人と、兵庫県立大学の院生の方々と2年間開発に取り組んできましたが、
商品化まで上手くいかないことも、悩んだこともたくさんありました。他大学生と日程
が合わせづらかったり、情報がきちんと伝わっていなかったりするなど、初めてのこと

ばかりで戸惑うこともありました。例えば、新商品のアイディアやコンセプトの提案、
アンケートの取り方や、味を決めるためのテイスティング、パッケージのイメージから

企業のバイヤーの方への商品説明など、すべて自分たちで決めていくことに大きな責任
感を感じていました。	 
私自身の課題は、大勢の人の前ではあがってしまい、たくさんの関係者が参加する

ミーティングではなかなか発言することができず、貴重な体験をさせていただいている
のに、と情けなく思うことが多々ありました。そんな弱音を吐く私を支えてくれたのが

友人や先生方です。うまく言葉が出てこない私のフォローをしてくれたり、落ち込んで
いるときには励ましてくれたり、アドバイスをくれたり、周りの方々の支えがあったか
らこそ私たちが提案・開発した女子向けの新しいお酒『にゅーはーふ』を形にできたの

だと思っています。	 
　そして2月1日の「スーパーマーケット・トレードショー」では、スーパーや小売店の
バイヤーや店長に開発商品の商談を行いました。私たちの2年間のフィールドスタディ
の取り組みが一つの商品として社会に出るのだと思うと、楽しみでもあり、展示会の重
要性を考えると少し怖くもありました。フィールドスタディに参加した時から一緒に頑

張ってきた友人は、当日体調不良で参加することができず、心細く思っていましたが、
一緒に来てくださった先生からたくさんのアドバイスをいただき、商談に臨みました。
最初は企業の方々に何をどう話していいのか全く分からず、話しかけるまでに時間がか

かり、会話ができても少し批判的な意見が出ると言葉に詰まってしまいました。そんな
時に先生から「自信をもって今までやってきたことを伝えればいい」と後押ししていた

だきました。日本酒プロジェクトは、この日を目標として2年間やってきたのだから、
後悔はしたくない。参加できなかった友人のためにも、これまで支えてくれた人たちの
ためにも今出し切らなければ意味がないのだと思い、自分から呼び込んで話しかける努

力をしました。たくさんの企業のバイヤーや店長とお話していくうちに、他社の方から
お褒めの言葉をいただいたり、お店で扱っていただけることが決まったりするなど、説

明だけで精一杯だった最初に比べてだんだん話すことが楽しくなっていきました。	 

自己評価：フィールドスタディから学んだこと	 
フィールドスタディで私が学んだのは、「自信をもつ」ということで

す。うまく言葉にできなくて悔しかったことも、情けなくて自分が嫌に
なったこともありましたが、その分周りに支えてもらっていることに改
めて気づくことができ、がんばろうと前を向くことができました。また、
フィールドスタディの活動では、自分が自分で行動することで企業と積
極的に関わることができます。「学生だから」は通用しません。自分た
ちでアンケートを取ったり、味を決めるためにテイスティングを行った
りするなど、行動力も身についたように思います。自分の言葉に責任を
もつこと、自分の中のイメージを言葉にして伝えることの難しさをしり
ました。自分たちが思っていたものが徐々に形になっていくことの嬉し
さは、体験してみないとわからないことだと思います。今回お世話に
なった企業さんはもちろん、たくさんのアドバイスをくださった先生方
や一緒に頑張ってきた仲間、協力してくれた人たちへの感謝を忘れずに、
開発した商品が多くの消費者に支持されるよう見守っていきたいです。	 
キャリア意識への影響：フィールドスタディの経験を今後にどう活かし

たいか	 

私は今まさに就職活動の真っただ中におりますが、企業の方と関わる
ときにフィールドスタディで関わった方々のことを思い出します。ただ
自分をアピールするのではなく、自分がその会社に入って何ができるの
か、何がしたいのかを伝えることが大切だと知りました。企業の方と関
わることができなければ、「企業側から見た学生」を客観的に考えるこ
とはできなかったと思います。そして企業の方同士のネットワークの重
要さも知りました。企業の方は同じ業界に偏ることなく、様々な業種の
方と交流をもたれており、そのおかげで私の興味のある業界のお話も伺
うことができました。フィールドスタディでかかわった企業の方々には
とても親身に相談に乗っていただき、業界や仕事の良い面も厳しい面も
知ることができました。厳しい意見も素直に受け止め、そのうえで私は
自分の選択をすることができました。迷うことも不安なこともたくさん
ありますが、フィールドスタディで得た知識や経験を活かし、納得のい
く就職活動をしていこうと思います。	 
⇒4年4月に就職内々定	 

Self-
assessment	 

Life-long 
Career 

Planning	 

Identification 
through the 

meta cognition 
in learning 
activities 

Self-set 
learning 

objectives	 

Reflection Report	 

(1)Analyze the written data in the e-Portfolio and the survey by interviewing. 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 

(2) Creating concepts by 
considering  and interpreting 
meanings of  data, and categories 
of  several concepts that are 
closely linked. 

 

	 

NO. 18 

概念名 「本物の自信」の獲得 

定義 これまでの自分と比較し、フィールドスタディ・プログラム経験後の自分自身に「本物の自信」がついたと意味づ

けしている。 

≥ｳfiﾞ ßｧÿﾘ¥ｴ∞ｰºｼÆｮ›ﾝ 

（具体例） 

●フィールドスタディをやってきた自分自身を振り返ってこれまでの過去の経験を振り返っている。大学では何と

なく自分に自信がなかったが、フィールドスタディをやったから自信のなさの実態が見えた。大学に入�るまで（中

高テニス部部長経験）は、誰よりも先に早く情報を知り得たから誰よりも早く言われたことに動くことができて、

そのことに自信はあった。大学生になっても、これまで高校までの部長経験が一番よかったんだと思っていた。で

も今思えば、それはそんなにすごいものではなかったと気がついた。声が大きいから部長になっていただけかも。

高校での部長経験への自信は、実は根拠のない自信だったのだと気づいた。声が大きいとか、人より動きが早いと

か、個性みたいなものによる自信から、フィールドスタディをやって自分の努力による自信がついた、そういう自

信が大切だということかな。向�き合ってやれば自信がつくということ。 

●大学生になってフィールドスタディで新しいことにチャレンジしたこと、やり遂げたことへの自信ができた。 

●フィールドスタディで私が学んだのは、「自信をもつ」ということ。自分では苦手だと思っていたことが、やって

みたらできるということに気がついたから。 

■フィールドスタディをしてなかったら、自分に自信をもてないままだったと思う。フィールドスタディをやった

という事実がまずあることが自信になる。 

■就活の面接が始まる前は緊張するが、うまく言えなくてもなんとか言える材料＝フィールドスタディの活動があ

る、ということが自信になる。フィールドスタディの経験を認めてくれる会社に出会えると信じている。 

理論的 

メモ 

「本物の自信」とは、就職活動が気になり始めた 1 年前に、課題解決型フィールドスタディ・プログラムへの参加

動機の１つである＜「何もない自分」への焦り＞と関連しているのでは？ 

→●学生が「本物の自信」という部分は、フィールドスタディを通して自分で課題や困難を乗り越えてきたこと、

他者との協働から成長してきたことについて、自分で振り返り評価することで自己の発見がなされたことから得ら

れた自信であろう。これは PBLならではの学習プロセスから得た自信である。 

→■「何もしていない自分」だったのが、「フィールドスタディに打ち込んだ自分」になったという事実が、学生に

とっては「本物の自信」と表現する背景にあるのではないか？ 

  ↓ 

不安だらけの就職活動を乗り越えるには、こうした課題解決型フィールドスタディ・プログラムの経験から得た「本

物の自信」がお守りのように受け止められているのではないか？ 
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概念名 

概念の定義 
ヴァリエーション例 

A 
参

加

動

機 

実習型学習 
への興味 

実習型学習が新鮮で「楽しそう」「何かできる」と興味がある。 
「普通の授業ではただ話を聞く授業が多いけど、学外に出られる実習形式は⾯面⽩白そうで興
味がわいた」、「⼤大学の外に出られるので⾯面⽩白そうだと思った」 

「何もない自

分」への焦り 

大学生活で「頑張っている」と言えることがないことに、焦りを感じている。 
「⼤大学⽣生になってからこれといって打ち込めることを何もやってない。今のうちに何かを
やっておきたいという気持ちからフィールドスタディに参加することにした」、 
「3年年⽣生になったら就職活動があるので、学⽣生時代に何かに打ち込んでおいたほうがいい
という思いが頭の中にあった」 

B 
社

会

的

か

か

わ

り

に

お

け

る

ギ

ャ

ッ

プ 

「学生」と 
「社会人」の 
ギャップ 

取り組み相手先の企業や地域の方々との関係構築で、戸惑いや不満を感じている。 
「今まで話す⼈人たちは最初から友達、部活仲間という関係が初めから決まっていた。フィ
ールドでは年年配の男性が多く、⼥女女性も遠慮がちであった。地域の独特の雰囲気の中で発⾔言
の仕⽅方も分からず、独特の雰囲気の中にどう踏み込んでいいのかわからなかった」、「年年代
もお姉さんやお⺟母さんたちといった感じで、初めましてからスタートするのは話題に困っ
て難しかった」 

「先輩」と 
「後輩」の溝 

同じプロジェクトに関わる年齢の異なる仲間との接し方が分からず戸惑っている。 
「⼤大学で後輩ができたのは初めて。⾼高校では部活をしていなかったので、先輩・後輩の関
係は中学⽣生以来だった。フィールドスタディを始めた頃は、⾃自分たちの学年年は仲良良しだか
ら固まっていて、後輩は置いてきぼりにしていた。ずっと何をするにも学年年が分かれてい
た」、「⼀一緒に仲良良くなれたらいいと思っていたが、中盤までそのまま何もできないままだ
った。⾃自分たちは半年年早めにやってきけど、後輩はどう動いていいのかわからないのかな
と思ってはいたけど…」 

スケジュールの

調整 

連携先との調整が必要なため、授業のようにあらかじめフィールドスタディ・プログラム

のスケジュールを調整・把握しきれないことに不満を感じている。 
「学外とのやりとりがあるとはいえ、スケジュールがいつもぎりぎりに決まることに困っ
た」、「こちらも忙しいのに、このスケジュール管理理はどうなっているんだ！という怒怒りも
あった」 

教員からの 
フィードバック 

イライラ、不満、不安を教員にぶつけることで、学生が自分で考え行動するヒントを引き

出す。 
「先⽣生から事情や背景を説明してもらい、社会に出てもこんなことはよくあるだろう、と
思えるようになった。それからは⾃自分からスケジュールの確認もするようになった」、「（商
談の場に出ることを）⼼心細く思っていたけれど、⼀一緒に来てくださった先⽣生からたくさん
のアドバイスをいただき、商談に臨臨んだ。先⽣生から『⾃自信をもって今までやってきたこと
を伝えればいい』と後押ししてもらえた」 

C 
内

省

的

学

習 

「情けない 
自分」 

プロジェクトを進める中で、思ったようにできない自分に情けなさを感じている。 
「うまく⾔言葉葉にできなくて悔しかったことも、情けなくて⾃自分が嫌になったこともあっ
た」、「最初の頃は企業の⽅方々に何をどう話していいのか全く分からず、話しかけるまでに
時間がかかった。会話ができても少し批判的な意⾒見見が出ると⾔言葉葉に詰まってしまって悲し
かった」 

相手目線�の獲得 

自分たち目線�ではなく、相手目線�に立った考え方や取り組みが大切だと気づく。 
「今思えば、『私たちの都合に合わせてもらって当たり前だ』と思っていたのだろう。し
かし、何度度か企業の⽅方にお会いするうちに、企業の⽅方々は⾃自分の仕事を終えた後に時間を
作ってくださっているとういことに気が付き、⾃自分たちの思いばかりで考えていたことに

(3) Analyzing  relevance 
among conceptual 
components. 
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categories	 
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Ａ 

参
加
動
機 

Ｃ 

内
省
的
学
習 

【「学生」と「社会人」】 
【「先輩」と「後輩」】 
【スケジュールの調整】 

【「学生」から「仕事パートナー」へ】 
【本気になること】 

【「情けない自分」】 
【相手目線�の獲得】 
【責任感の芽生え】 

【目標達成への満足感】 

          ⇅ 
【社会的評価の認識】 

【自分で考え行動する力の伸長】 
【発言力の伸長】 
【プレゼンテーション力の伸長】 

【企業・仕事を見る目の変化】 
【就職活動におけるジレンマ】 

Ｂ 

社
会
的
か
か
わ
り 

  
  

に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ 

Ｅ 

自
己
評
価 

【「本物の自信」を 
獲得した自分】 

【仕事へのコミットメント】 

【教員からのフィードバック】 

Ｄ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

へ
の
執
着
心 

ぷ
ろ
じ
ぇ 

【実習型学習への興味】 

【「何もない自分」への焦り】 

Ｆ 

キ
ャ
リ
ア
意
識 

へ
の
影
響 

⇅ 

変
容 

(4) Mapping the all conceptual components on a sheet for the holistic view. 
 

(5) Visualizing the Process and effectiveness of  PBL  
      e.g. in the Field Study at Kobe-Shinwa University. 

Mapping the  
Learning Process 

of  PBL 	 

Procedure of  analysis  
in M-GTA	 
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