
　
変
化
が
激
し
く
、
未
来
の
予
測
が
困
難
な

現
代
で
は
、
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
そ

し
て
一
人
ひ
と
り
が
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

実
現
す
る
た
め
に
、
生
涯
を
通
じ
て
学
び
続

け
る
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
社
会
状
況
を
背
景
に
、「
自
己
調
整
学
習

（self-regulation of learning

）」
に
対
す

る
注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
自
己
調
整
学
習
は
、
１
９
９
０
年
代
か
ら

ア
メ
リ
カ
の
教
育
心
理
学
者
で
あ
る
バ
リ

ー
・
ジ
マ
ー
マ
ン
ら
が
中
心
と
な
っ
て
提
唱

し
て
い
る
教
育
心
理
学
の
理
論
体
系
の
１
つ

で
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
の
観
点
の
１

つ
で
あ
る
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
」
を
評
価
す
る
上
で
も
有
効
な
理
論
で
す
。

「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の
評

価
に
あ
た
っ
て
は
、
教
師
に
は
、
生
徒
が
知

識・技
能
を
獲
得
し
た
り
、
思
考
力・判
断
力・

表
現
力
等
を
身
に
つ
け
た
り
す
る
こ
と
に
向

け
た
粘
り
強
い
取
り
組
み
の
中
で
、
自
ら
の

学
習
を
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
見
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の「
自

ら
の
学
習
を
調
整
し
よ
う
」
と
す
る
学
び
が
、

自
分
に
合
っ
た
学
び
方
を

生
徒
自
身
が
探
す
「
自
己
調
整
学
習
」

九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
研
究
院 

准
教
授

　伊
藤
崇た

か

達み
ち

「
主
体
的
な
学
び
」
の
実
現
や
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
の
評
価
の
鍵
を
握
る

「
自
己
調
整
学
習
」。
そ
の
１
つ
で
あ
る
「
自
由
進
度
学
習
」
を

授
業
に
取
り
入
れ
る
教
師
も
増
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
自
己
調
整
学
習
」
と
は

ど
の
よ
う
な
学
び
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
か
。

九
州
大
学
大
学
院
の
伊
藤
崇
達
准
教
授
に
話
を
聞
い
た
。

いとう・たかみち　名古屋大学大学
院教育学研究科教育心理学専攻博
士課程後期課程退学後、京都教育
大学准教授などを経て、2018 年よ
り現職。教育心理学、教授・学習
心理学の見地から、学習者及び教
授者の心理学的プロセスについて研
究。自己調整学習やピア・ラーニン
グを通じたパフォーマンスの向上プ
ロセスに精通している。主著に、『学
生を自己調整学習者に育てる :アク
ティブラーニングのその先へ』（共同
監修・翻訳、北大路書房）、『自ら学
び考える子どもを育てる教育の方法
と技術』（共著、北大路書房）など。

I n t e r v i e w
学
び
続
け
る
力
を
育
む

生
徒
が
主
人
公
に
な
る
学
び

自
己
調
整
学
習
と
は
ど
の
よ
う
な
学
び
か
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自
己
調
整
学
習
そ
の
も
の
で
す
。

　
自
己
調
整
学
習
は
、
生
徒
が
学
び
の
主
人

公
に
な
っ
て
自
分
の
意
思
を
持
っ
て
学
習
に

取
り
組
み
、
そ
の
見
通
し
や
計
画
を
立
て
て

調
整
し
な
が
ら
前
に
向
か
っ
て
い
く
学
び
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
教
師
は
あ
く
ま
で
も
サ
ポ

ー
ト
役
で
す
。
最
近
、
生
徒
自
身
が
学
習
計

画
を
立
て
、
自
分
に
合
っ
た
教
材
や
学
び
方

を
選
択
し
て
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
学
び
を
進

め
る
「
自
由
進
度
学
習
」
を
取
り
入
れ
る
教

師
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
自
己
調
整

学
習
の
１
つ
で
す
。

　
自
己
調
整
学
習
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に

は
、「
動
機
づ
け
」「
学
習
方
略
」「
メ
タ
認
知
」

の
３
つ
の
要
素
が
必
要
で
す
。

　「
動
機
づ
け
」
は
、
学
習
を
進
め
る
原
動

力
に
な
る
も
の
で
す
。「
大
切
だ
と
思
う
か

ら
」「
自
分
が
学
び
た
い
か
ら
」「
面
白
い
と

感
じ
る
か
ら
」
な
ど
と
い
っ
た
学
習
そ
の
も

の
に
対
す
る
楽
し
さ
や
面
白
さ
を
感
じ
る
内

発
的
動
機
づ
け
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
学
び

そ
の
も
の
に
対
す
る
意
義
や
価
値
を
実
感
す

る
こ
と
も
、
動
機
づ
け
を
自
律
的
な
も
の
に

し
ま
す
。

　「
学
習
方
略
」
は
、
学
習
の
効
果
を
高
め

る
こ
と
を
目
指
し
て
行
う
こ
と
で
す
。
記
憶

し
た
り
、
理
解
し
た
り
し
や
す
く
す
る
た
め

の
工
夫
や
、
や
る
気
が
出
な
い
時
に
ど
の
よ

う
に
気
持
ち
を
立
て
直
し
、
学
習
を
続
け
て

い
け
る
よ
う
に
す
る
の
か
と
い
っ
た
意
欲
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
を
指
し
ま
す
。

　「
メ
タ
認
知
」
は
、
自
分
の
学
習
の
進
み

具
合
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
結
果
を
評
価
す

る
こ
と
で
す
。
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、

自
分
は
何
を
理
解
し
て
い
て
、
何
が
苦
手
な

の
か
を
正
確
に
捉
え
、
今
後
の
学
習
目
標
を

明
確
に
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　
自
己
調
整
学
習
に
お
け
る
生
徒
の
学
び

の
様
子
は
、「
予
見
」「
遂
行
／
意
思
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」「
自
己
省
察
」
の
３
つ
で
回
る
サ

イ
ク
ル
で
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
１
）。

そ
の
サ
イ
ク
ル
を
生
徒
が
自
ら
回
す
時
、
そ

れ
ぞ
れ
で
「
動
機
づ
け
」「
学
習
方
略
」「
メ

タ
認
知
」
の
３
つ
の
要
素
が
寄
与
し
ま
す
。

　「
予
見
」
の
段
階
で
は
、
生
徒
は
明
確
で
、

興
味
・
関
心
や
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
目
標

を
設
定
し
ま
す
。
達
成
期
限
を
設
け
た
目
標

と
、
そ
の
目
標
の
達
成
の
見
通
し
を
持
っ
た

学
習
計
画
を
立
て
る
こ
と
で
、「
目
標
が
達

成
で
き
そ
う
だ
」
な
ど
と
、
学
び
に
対
す
る

意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「
遂
行
／
意
思
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
段
階

で
は
、
生
徒
は
学
び
を
実
際
に
進
め
、
深
め

て
い
き
ま
す
。
自
分
の
学
習
状
況
を
メ
タ
認

知
し
、
今
の
方
略
で
は
学
習
が
計
画
通
り
に

進
ん
で
い
な
い
と
気
づ
い
た
時
は
、
別
の
方

略
を
考
え
ま
す
。
ま
た
、「
自
分

は
き
っ
と
大
丈
夫
」
な
ど
と
自

分
に
言
い
聞
か
せ
て
や
る
気
を

維
持
し
た
り
、
気
分
転
換
し
た

り
し
て
、
学
び
に
向
き
合
う
状

態
を
よ
り
よ
く
維
持
し
ま
す
。

　「
自
己
省
察
」
の
段
階
で
は
、

生
徒
は
自
分
の
学
び
に
対
し
て

自
己
評
価
を
行
い
ま
す
。
定
期

考
査
な
ど
の
テ
ス
ト
の
結
果
が

よ
か
っ
た
か
ど
う
か
だ
け
で
は

な
く
、
ど
の
分
野
・
単
元
の
理

解
が
不
十
分
だ
っ
た
の
か
、
自

分
が
選
択
し
た
学
習
方
略
が
適

切
だ
っ
た
の
か
を
、
学
習
プ
ロ

セ
ス
と
と
も
に
振
り
返
り
、
次

に
回
す
自
己
調
整
学
習
の
サ
イ

ク
ル
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
ま

す
。

※伊藤准教授提供資料を基に編集部で作成。

自己調整学習のサイクル図1

自己調整学習のサイクルが回っている状態

自己調整学習のサイクルが回っていない生徒

•自分の状態を俯瞰できる
•学習方略を修正できる
•自分のやる気を喚起できる

遂行／意思コントロール

「学習方法の選択肢が少な
い」「やる気が出ない時の
対処法が分からない」

「何のために学ぶのか分
からない」「やる気が出な
い」「計画が立てられない」

「学習方法を柔軟に変え
られない」「できなかった
ことばかりに目が向く」

•明確な目標がある
•納得できる方略がある
•興味や関心がある

予見

•プロセスを振り返る
•結果をもたらした原因を
分析する
•次のサイクルにつなげる

自己省察

自
己
調
整
学
習
を
成
立
さ
せ
る

３
つ
の
要
素

自
己
調
整
学
習
は

生
徒
が
回
す
学
び
の
サ
イ
ク
ル

「主体的な学び」の実現の鍵を握る
「自己調整学習」とはどのような学びか？特集
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　「
運
が
よ
く
て
、
た
ま
た
ま
計
画
通
り
に

進
ん
だ
」
と
い
っ
た
振
り
返
り
方
で
は
、
次

に
回
す
自
己
調
整
学
習
の
サ
イ
ク
ル
を
改
善

す
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
自
分
で
選
択
・

調
整
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
見
い
だ
せ
れ

ば
、
次
に
回
す
サ
イ
ク
ル
を
改
善
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
己
調
整
学
習

で
は
、
自
分
の
学
習
の
進
み
具
合
を
確
認
し

て
、
何
に
つ
ま
ず
い
て
い
る
の
か
を
把
握
す

る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。
ま
た
、
学
び

の
結
果
や
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
よ
い
点
や
自

分
な
り
に
満
足
で
き
る
点
を
見
つ
け
る
こ
と

も
、
次
の
学
び
へ
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。

　
自
己
調
整
学
習
が
で
き
な
い
生
徒
は
、
自

己
調
整
学
習
の
サ
イ
ク
ル
の
ど
こ
か
で
つ
ま

ず
い
て
い
て
、
サ
イ
ク
ル
が
う
ま
く
回
っ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
P. 

５
図
１
）。

生
徒
の
自
己
調
整
学
習
を
支
援
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な

問
題
を
抱
え
て
い
る
の
か
を
生
徒
と
と
も
に

見
つ
け
、
改
善
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
サ
イ
ク
ル
以
外
の
と
こ
ろ
で
問

題
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
生
徒
が
身
を
置
く
物
理
的
な
環
境
や
対

人
関
係
な
ど
に
お
い
て
で
す
。

　「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
は
、

自
己
調
整
学
習
の
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
「
予

見
」「
遂
行
／
意
思
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」「
自
己

省
察
」
の
３
つ
を
通
し
て
評
価
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
は
ど
の
よ
う

な
見
通
し
を
持
っ
て
学
習
を
ス
タ
ー
ト
し
た

か
、
ど
の
よ
う
に
学
習
方
略
を
調
整
し
た
り
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
し
た
り
し
た
か
、

そ
し
て
、
サ
イ
ク
ル
を
回
す
中
で
得
た
気
づ

き
を
次
の
サ
イ
ク
ル
を
回
す
時
に
ど
う
生
か

そ
う
と
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
を
見
取
る

こ
と
で
、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
」
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
教
科
・
科
目
を
問
わ
ず
、
論
述
問
題
や
実

技
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
テ
ス
ト
に
臨
む

学
習
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
振
り
返
り
を
評
価

の
材
料
と
す
る
こ
と
で
、
知
識
・
技
能
を
獲

得
し
た
り
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

　
自
己
調
整
学
習
で
は
、
生
徒
が
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
自
分
に
合
っ
た
学
び
を
進
め
る
た

め
、
教
師
に
は
一
斉
授
業
と
は
異
な
る
準
備

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
教
師
は
生
徒
に
学
習
の

目
的
や
方
法
、
時
間
な
ど
、
学
習
を
構
成
す

る
要
素
の
選
択
肢
を
準
備
し
、
生
徒
自
身
に

選
択・調
整
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
（
図
２
）。

学
習
を
構
成
す
る
要
素
の
ど
の
選
択
・
調
整

を
生
徒
に
任
せ
、
ど
れ
を
生
徒
全
員
一
律
の

も
の
と
す
る
の
か
は
、
単
元
の
内
容
や
生
徒

の
状
態
な
ど
を
踏
ま
え
て
教
師
が
決
め
て
お

き
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
単
元
１
で
は
Ａ

の
要
素
を
、
単
元
２
で
は
Ｂ
と
Ｃ
の
要
素
を

生
徒
に
選
択
・
調
整
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
選
択
・
調
整
を
任
せ
る
要
素
を
変
え
て

い
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
生
徒
が
選
択
・
調
整
で
き
る
範
囲
は
狭
す

ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
学

習
内
容
や
教
材
も
、
生
徒
が
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
自
分
に
合
っ
た
も
の
を
探
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
特
に
、
自
己
調
整
学

習
を
始
め
た
ば
か
り
の
時
期
は
、「
自
分
の

好
き
な
教
材
を
自
由
に
選
ん
で
学
ん
で
み
な

さ
い
」
と
生
徒
に
す
べ
て
を
任
せ
る
の
で
は

な
く
、
生
徒
た
ち
の
学
力
や
興
味
・
関
心
に

合
わ
せ
て
教
師
が
用
意
し
た
複
数
の
選
択
肢

か
ら
選
ば
せ
る
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
授
業

だ
け
で
は
な
く
、
家
庭
学
習
や
長
期
休
業
で

出
す
課
題
も
、
自
己
調
整
学
習
を
取
り
入
れ

る
こ
と
を
試
し
て
み
る
よ
い
機
会
で
す
。
予

習
の
み
、
復
習
の
み
な
ど
、
部
分
的
に
自
己

調
整
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で

す
。

　
自
由
進
度
学
習
な
ど
の
自
己
調
整
学
習

は
、
特
に
取
り
組
み
の
初
年
度
は
、
教
材
や

学
習
環
境
の
準
備
で
一
斉
授
業
よ
り
も
教
師

の
負
担
が
大
き
く
な
り
が
ち
で
す
。
教
師
に

と
っ
て
も
無
理
の
な
い
範
囲
で
、
生
徒
が
自

己
調
整
で
き
る
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
が
求

を
身
に
つ
け
た
り
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の

中
で
、「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」

を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

学
習
を
構
成
す
る
要
素
の
選
択
肢
を

教
師
が
準
備
す
る

自
己
調
整
学
習
に
よ
っ
て

資
質
・
能
力
が
見
え
や
す
く
な
る

自
己
調
整
学
習
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
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め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
一
斉
授
業
を
中
心
に
受
け
て
き

た
生
徒
が
、
自
己
調
整
学
習
に
ス
ム
ー
ズ
に

移
行
で
き
る
の
か
、
不
安
に
感
じ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
斉
授
業

は
、
教
師
が
示
す
学
び
方
が
基
盤
と
な
る
学

び
で
す
。
そ
こ
か
ら
生
徒
が
自
分
を
基
盤
と

す
る
学
び
へ
と
移
行
す
る
ま
で
に
は
、
4
つ

の
レ
ベ
ル
を
経
ま
す
（
図
３
）。
そ
の
４
つ

の
レ
ベ
ル
を
教
師
が
意
識
す
る
こ
と
で
、
生

徒
を
徐
々
に
自
己
調
整
学
習
が
で
き
る
状
態

に
近
づ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「
観
察
」
の
レ
ベ
ル
は
、
生
徒
が
教
師
の

説
明
な
ど
を
聞
き
な
が
ら
、
学
び
方
を
学
ぶ

状
態
で
す
。
い
わ
ゆ
る
チ
ョ
ー
ク
＆
ト
ー
ク

の
授
業
で
あ
っ
て
も
、
生
徒
は
教
師
が
示
す

学
び
方
を
学
ん
で
い
る
の
で
す
。

　「
模
倣
」
の
レ
ベ
ル
は
、
教
師
が
示
す
学

び
方
と
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
教
師
に

見
守
ら
れ
な
が
ら
生
徒
が
模
倣
し

て
学
ぶ
状
態
で
す
。

　「
自
己
制
御
」
の
レ
ベ
ル
は
、

教
師
が
示
す
見
本
に
基
づ
き
、
生

徒
が
自
分
か
ら
学
び
始
め
る
状
態

で
す
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
も
教
師

が
示
す
学
び
方
通
り
に
し
か
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　「
自
己
調
整
」
の
レ
ベ
ル
は
、

教
師
が
示
す
学
び
方
だ
け
で
な

く
、
生
徒
が
自
分
に
合
う
よ
う
に

学
び
方
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
学
ぶ
状

態
で
す
。

　
生
徒
は
、
そ
の
４
つ
の
レ
ベ
ル

を
経
る
こ
と
で
、
自
己
調
整
学
習

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
学
び
の

調
整
の
源
泉
が
他
者
（
教
師
）
か

ら
自
己
（
生
徒
）
に
変
わ
る
の
で

す
。

　
生
徒
が
自
己
調
整
学
習
を
始
め
る
際
に

は
、「
予
見
」
の
段
階
で
、
学
習
の
見
通
し

や
計
画
な
ど
を
生
徒
と
教
師
が
共
有
す
る
よ

う
に
し
ま
す
。
自
己
調
整
学
習
は
、
生
徒
に

学
び
を
任
せ
っ
き
り
に
す
る
と
い
う
も
の
で

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
学
習
を
始

め
る
段
階
で
は
、
教
師
が
学
習
の
仕
方
を
例

示
し
た
り
、
生
徒
が
立
て
た
学
習
計
画
に
対

し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
ま
た
、「
遂
行
／
意
思
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」
や
「
自
己
省
察
」
の
段
階
で
、
一

人
ひ
と
り
の
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
学
習
に
取

り
組
ん
だ
か
を
共
有
す
る
機
会
を
教
師
が
つ

く
る
こ
と
で
、
生
徒
は
他
者
の
取
り
組
み
方

か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
次
に
回
す

自
己
調
整
学
習
の
サ
イ
ク
ル
に
取
り
入
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
生
徒
の
学
び
が
教
師
に
よ
る
調
整
か
ら
自

己
調
整
へ
移
行
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
生
徒

の
発
達
段
階
や
キ
ャ
リ
ア
志
向
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
生
徒
が
「
熟
達
し
た
い
」「
本

質
を
理
解
し
た
い
」
と
自
分
か
ら
思
え
る
よ

う
に
な
っ
た
時
が
、
自
己
調
整
学
習
を
始
め

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
生
徒

の
内
面
的
成
長
に
つ
な
が
る
総
合
的
な
探
究

の
時
間
と
自
己
調
整
学
習
は
、
互
い
に
よ
い

影
響
を
与
え
合
う
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

自己調整学習の形成における４つのレベル図3

単元１ 単元２ 単元３

目的（何のために） - - -
方法（どうやって） ○ - ○

時間（いつ、どのくらい） ○ ○ ○

内容（何を） - - -
環境（どこで） - ○ -
対人関係（誰と） - - ○

※伊藤准教授提供資料を基に編集部で作成。

生徒が選択・調整する、学習を構成する要素図2

1.  観察レベル
教師の授業を通して
学び方を学ぶ

2.  模倣レベル
教師が見守る中で

教師が示す学び方通りに学ぶことができる

3.  自己制御レベル
教師の目が離れても、

教師が示す学び方通りに学ぶことができる

4.  自己調整レベル
生徒が自分に合う

学び方を創り出し、学ぶことができる

４
つ
の
レ
ベ
ル
を
経
て

自
己
調
整
学
習
は
実
現
す
る

学
習
の
取
り
組
み
方
は

内
面
的
な
成
長
と
密
接
に
関
係

「主体的な学び」の実現の鍵を握る
「自己調整学習」とはどのような学びか？特集
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