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お子様の希望進路実現に向けて

栃木県立さくら清修高等学校
保護者講演会

2023年６月２７日
（株）ベネッセコーポレーション
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高校での進路実現について

お子様の進路実現のために

進路選択に必要な情報整理



3

©Benesse Corporation.

高校卒業後の進路について

大学・短大

53.9%
専門学校

16.2%

就職

16.2%

その他

16.2%

高校

98.2%

その他

1.4%
就職

0.4%

ほぼ全員が高校に進学。
何も考えなくても、進路が決まった。

みんな進路はバラバラ…。
何も考えないままでいると、
決められない、決まらない。

中学校卒業後 高校卒業後
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Confidential 4

高校

１年生

高校

2年生

高校

3年生

理想的な
進路選択

ありがちな
進路選択

社会の出来事を見渡す
知っている

数少ない知識で
場当たり的にきめる

3年生からではなく、学年に応じて進路に向き合うことが重要

段階的に進路について考えることが必要

納得度の高い
進路選択

自己理解

情報収集

進路先

検討

試験に

向けた準備
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「自分理解」「進路先理解」していないと・・・

自分理解
（自分は何を大事に
しているのか）

高卒就職者
3年以内の離職率（%）

進学者
入学1年以内の退学者数

12,139 

60,528 

6,760 

37,077 

116,504 

0

50,000

100,000

150,000

国立大 私立大 短大 専門学校 合計

高等教育機関 中退者数

3年以内の離職率40%超 年間の中退学者数10万人以上

なんとなくの進路選択
こだわりのない進路選択
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系列・科目選択

学校・学部・学科選択

上級学校
就職先の選択

希望進路実現に向けて、今後さまざまな選択を行っていく。
科目選択は今後の進路を考えるファーストステップになる。

ポイント

高１

高１～高２

高３

高校生活での進路選択
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高校での進路実現について

お子様の進路実現のために

進路選択に必要な情報整理
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進路先を比較する～上級学校の違い～

大
学

●専門知識と教養を学ぶ場。
●企業の総合職は大卒資格を条件とする場合が多い。
●卒業すると学士（学位）の称号が与えられる。

短
期
大
学

●専門知識と教養を学ぶ場。
●基本的には修業年限は2年だが、国家資格の取得を目的
とした医療・看護系は3年。
●大学に比べると、より「実務的・実用的」である。

専
門
学
校

●職業能力の習得のための専門知識と実務を学ぶ場。
●カリキュラムの大半は専門科目で占められ、実習や演習
の比率も非常に高い。
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卒業後
の進路 就職 専門学校 大学

良い点

◆手厚いサポート

⇒就職先が決まるまで学校
の先生が手厚く面倒を見て
くれる。

◆就職に直結

⇒将来就職するために必要
な資格や専門知識の勉強
を行うことができる。

◆就職の選択肢が広がる

⇒就職できる会社や業種が
豊富である。

◆賃金が高い

⇒高卒・専門卒に比べて賃金
が高い傾向にある。

大変な
点 ◆賃金が低い

⇒大卒・専門卒に比べて賃
金が低い傾向にある。

◆就職の選択肢が狭い

⇒募集条件が「大卒以上」
という企業も多く、就職・転
職時の選択肢が狭まる。

◆進路が変更不可

⇒「専門学校を選ぶ」＝「職
業を選ぶ」なので、一度決
めてしまった進路を変更す
ることは難しい。

◆宝の持ち腐れになる

⇒自発的に行動できないと、
大学4年を無駄に過ごし、力
がつかず、就職も難しい。

◆学費が高い

⇒4年間の学費が必要

それぞれの進路に、良い点も大変な点があるため、
比較検討することが重要。

高校卒業後の進路（良い点・大変な点）
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専門学校と大学の違い

大学（短大）と
重なりにくい分野

大学（短大）と
重なる分野

◆専門学校⇒その職業に就くための勉強をするところ

◆大学⇒学問を修めるところ

というのが大きな違い。

つまり、専門学校を選ぶことは「職業を選ぶ」ということ。入学後コース
変更などをすることは非常に難しいので、「とりあえず専門学校」という
気持ちで入学するのではなく、将来の職業も踏まえた進路選択が必要。

！ＰＯＩＮＴ！
専門学校を大きく分
けると「大学（短大）と
重なる分野」と「大学
（短大）と重なりにく
い分野」がある。この
あたりも調べてみよう。

看護師、栄養士、保育士、介護福祉士な
ど

理・美容師、調理師、自動車整備士など
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入試環境の変化

18歳人口は減少が続き
特に2024年度入試では大幅に減少

18歳人口の推移をみると、2021年度入試を境にして2024年
度入試まで大きく減少が続く。現高校３年生が受験する2024年
度入試では約107万人と予想され、2020年度入試を基準とし
て約９％減少することになる。全体的に入試競争は緩和される傾
向にあるといえよう。

18歳人口の推移

大学の志願者数と入学者数の推移をみると、一時期90万人を

数えた志願者数は減少傾向が続き、近年では70万人弱で推移

している。一方で入学者数は増加傾向が続き、2022年度入試

では約64万人となった。志願者数と入学者数の差、すなわち不

合格者・入学辞退者と推定される人数をみると、2022年度入試

では約3.5万人と過去最少となった。これは2011年度入試の約

半数であり、このことからも入試競争の緩和が進んでいることが

みてとれる。

大学の志願者が減少する一方で
入学者数は増加

次の入試
（2024年度入試）

＊学校基本調査をもとに作成。 ＊学校基本調査をもとに作成。
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大学入試の選抜方式と狙い

1
2

一般選抜 総合型選抜学校推薦型選抜

•各大学が実施する個別試験
や共通テストが課される。

•より思考力・判断力・表現力
が問われるように。

•調査書、志願者が記載する資
料(志望理由書等)を通して、
主体性を評価するケースも。

•旧AO入試。提出書類や面接、
小論文、プレゼンテーション等
で学習意欲や適性、能力など
を時間をかけて総合的に評価。

•小論文やプレゼン、口頭試問
等又は共通テストなどで学力
が評価される場合も。

•公募制と指定校制があり、公
募制には一般推薦と特別推薦
がある。

•一般推薦は出願条件を満たし、
学校長の推薦が必要。書類審
査、面接、小論文、口頭試問な
どが課される。厳しい成績基準
や共通テストなどの学力試験
も。

主な選抜方式は３種類

＊社会人選抜などを除く。
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９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜

出願開始 ９/１以降

合格発表 11/１以降

試験本番

出願開始 11/１以降

合格発表 12/１以降

大学入学共通テスト 2024/１/13・14

共通テスト出願
９/27～10/７

国公立大出願
１/24～２/２

私立大
一般選抜
１月下旬～

私立大出願

国公立大前期日程
２/25～

公立大中期日程
３/８～

国公立大後期日程
３/12～

私立大３月入試

３月

受ける方式によって
受験スケジュールは大きく異なるので注意

＊令和４年度大学入学者選抜実施要項について（通知） ＊令和 4 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項

大学入試の主なスケジュール(2024年度入試)
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専門学校の主なスケジュール

他の進路先より試験なども早いため、慎重な選択が重要
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就職試験に向けたスケジュール

1人1社制のため、１つの就職先を選択して試験を受ける
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【一般選抜】国公立大・私大入試の違い

５教科７科目入試が中心 ※現1・2年生は5教科8科目へ

共通テスト試験（マーク式）＋個別学力検査（記述式や論文）

受験チャンスは前期と後期の２回 （中期日程も含めると３回）

募集人員の多くが、前期日程である

Ｑ．国公立大入試とは？

Ｑ．私立大入試とは？

２～３教科入試が大半

1回の試験の得点だけで合否が決まることが多い

一つの大学でも、
①方式別 ②試験日自由選択制
③３月入試 ④地方試験会場の設置 等…
受験機会が多い。

一つの大学で複数の方式を受験すると受
験料が割引になるケースも。

受験校数に制限なし
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学校推薦型・総合型選抜で求められる力

受験生に求める力 学校推薦型 総合型

明確な志望動機（大学・学部・学科で学びたい理由） 79% 89%

基礎学力 62% 28%

思考力、判断力、表現力などの応用的な学力 54% 55%

コミュニケーション能力 53% 63%

何事にも前向きに取り組む姿勢 50% 61%

卒業後の展望（社会に出た後にやりたいことやその理由） 43% 55%

自らの興味・関心に応じて行動できる力 39% 47%

協調性 38% 45%

社会の諸問題に対する関心や課題意識 28% 33%

興味・関心のある分野についての専門的な知識 21% 27%

リーダーシップ 20% 28%

各種大会や資格、探究活動などの目標を達成するためのプロセス 19% 28%

各種大会での受賞歴、各種資格の取得状況、探究活動の実績 17% 24%

※2021年度ベネッセコーポレーション学校推薦型・総合型選抜に関する大学アンケート調査結果より

大学・学部・入試方式により求められる力は異なるが、
学校推薦型・総合型選抜ともに「明確な志望動機」が最も重視される
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【推薦総合型選抜】2022年度入試 学校推薦型選抜の選抜方法

「面接」は全体の約75％の募集単位で課されている。
「教科試験」「小論文」を課す募集単位も多く、学力が問われている。
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【国公立・学校推薦型】 【私立・学校推薦型】

募集単位数
2182枠

募集単位数
7236枠

個別試験140

共通テスト
863

個別&共テ4

個別試験
3304

※弊社調べ。「その他」には、自己推薦書など本人記載資料、プレゼンテーションや各種検定試験などが含まれる。
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現1・2年生対象

新課程における共通テスト出題科目と試験時間

※「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱の予告（補遺）」について（通知）（2021年9月29日）より

現行の80分から10分延
長

出題範囲に数学Cが含まれ、
選択解答数が２から３へ増加。
試験時間も現行の60分から
10分延長。

新設教科となる「情報Ⅰ」の試験時間は60
分
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現1・2年生対象

新課程における共通テストの時間割

※「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの問題作成の方向性及び試作問題等について」（2022年11月9日）より

理科をひとつの
試験時間帯で実施

「情報」は2日目の最
後の時間帯で実施
（17:00～18:00）
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国立大学は一般選抜・共通テストで原則として「情報Ⅰ」を課す

国立大学では2025年度入試以降、一般選抜の共通テストは、
「情報Ⅰ」を加えた６教科８科目が原則に。

※一般社団法人国立大学協会「2024年度以降の国立大学の入学者選抜制度－国立大学協会の基本方針－」（2022年１月28日）より。
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現3年生対象

【参考：2025年度入試】過年度生への経過措置

※「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱の予告（補遺）」（2021年9月29日）及び
『令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト「情報」の出題方法について』 （2021年12月17日）より。

○理科は必要に応じて過年度生用の選択問題を出題する。

※『令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト「情報」の出題方法について』 （2021年12月17日）および「令和７年度大学入学者選抜
に係る大学入学共通テストの問題作成の方向性及び試作問題等について」（2022年11月9日）より

新教育課程による出題科
目と経過措置科目を組み
合わせて選択することはで
きない

〇地理歴史、公民、数学、情報は経過措置科目を出題する。
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現3年生対象

【参考：2025年度入試】経過措置科目「旧情報（仮）」について

〇情報の経過措置科目「旧情報（仮）」の出題は、「社会と情報」「情報の科学」の
どちらを履修していても対応可能な出題内容とし、試作問題（配点付き）を作成。

※『令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト「情報」の出題方法について』 （2021年12月17日）および「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの問題作成の
方向性及び試作問題等について」（2022年11月9日）より。
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社会環境の大きな変化から不安・不透明な状況はみな同じ

●進路可能性を信じ、進路先を検討する

●国公立大・私立大共に一般選抜後期まで受験する気持ちで最後まで学習を続ける

行ける進路先・楽できる進路先を探すのではなく、
行きたい進路先・納得できる進路先に向き合う

全国のライバルが同じ状況の中、周りの不安に流されないことが重要

近年の入試環境から今後の進路実現に向けて

●しっかり学力をつけておけば、環境の変化に慌てず対応ができる

●大事なことは「基礎」を固めること

どのような形になろうとも、慌てず、対応できる状態を目指す
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進学先にお金を払うスケジュール

①受験前
•受験料

• +受験をするための交通費宿泊費

②合格後
•初年度納付金

• +新生活を始めるための準備費

③入学後
•学費

• +生活費など

進学する際の費用の支払いは3段階
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大学進学に必要なお金 ※私立医・歯・薬学系統はさらにかかる傾向

出典：マナビジョンブック2021「保護者版」より抜粋

※「受験」にかかる費用

受験校が増えるほど費用の負担も増える。
出願するつもりの大学・学部が納得して通えるか、
入試の日程に無理がないかなどの確認は重要。

【正しい情報収集】大学受験・進学に必要なお金
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出典：マナビジョンブック2021「保護者版」より抜粋

学費と生活費のほか、留学費用や就職活動費用なども考慮が必要。

【正しい情報収集】卒業までにかかる費用（詳細）
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出典：マナビジョンブック2021「保護者版」より抜粋

【正しい情報収集】奨学金の種類と返還スケジュール

詳しくは
日本学生支援機構のHP
でご確認ください。
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進路実現を目指して、お子様が必要になること

①進路情報を集め、進路目標を決める

②進路実現に向けて、必要な力をつける
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「子どもたちの６５％は、大学卒業後、今は存在していない職業に就く」

キャシー・デビットソン氏

「今後10～20年程度で、約47％の仕事が自動化される可能性が高い」

マイケル・Ａ・オズボーン氏

進路選択の際に意識させたいこと

「何の職業に就くのかを考えること」ではなく
「自分が社会とどう関わるかを考えること」が重要に

自分を知る

社会を知る

志望進路の
実態把握

志望進路
を決める

～学者による将来予測～

興味ある進路や事柄
について知る

～進路検討のイメージ～

自身の社会との
関わり方
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目標設定のために必要なこと

【自己理解】
これまでの経験
自分の興味関心

進路先で学びたいこと
将来の希望・夢

【社会／
進路先理解】

社会や職業への理解
進路先への理解
志望先の情報収集

産業社会と人間
探究活動

学校行事・進路行事
郊外活動

産業社会と人間
探究活動・進路行事
オープンキャンパス
インターンシップ

学校生活を通じて、
自分への理解を深め、進路希望を考えていく
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自分が何に向いているのか分からないという
傾向はより高まっている

45.2 %

44.8 %

44.0 %

43.4 %

42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5

ｽﾀｻﾎﾟ16年度1-2

ｽﾀｻﾎﾟ15年度1-2

ｽﾀｻﾎﾟ14年度1-2

ｽﾀｻﾎﾟ13年度1-2

進路を考えるときに困っていること

自分が何に向いているのか分からない

２０１３年度
高校１年生秋

２０１４年度
高校１年生秋

２０１５年度
高校１年生秋

２０１６年度
高校１年生秋

※ベネッセ、スタディーサポート1年2回全国集計より

【入試環境】高校生の進路選択の悩み
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興味・関心を広げ・深める

「スポーツ」にも様々なジャンルの学問がある。

「好き」の裏に何があるのか、さらに深めること
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イメージや今の成績で
決めることが多い

指示命令・教えこむのではなく、話し合う
子どもからの話を引き出す。その中で子ども自身が気づいていく。

ただし後出しじゃんけんだけはＮＧ。
譲れない条件は今のうちに伝えておくべき。

（例えば、学費など。受験直前で揉めるケースをよく伺います）

子ども

◆観点を持っていない
◆考えが浅い場合が多い

⇒そこに気付かせる

遠慮せずに

質問することが重要

保護者

◆どういうことが学べる？
◆キャンパスの場所は？
◆どんな資格がとれる？
◆卒業先の進路は？
◆通っている人の話は？

問い

気づき

保護者の方々からのお声掛け
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保護者として知っておきたいこと～学問系統の大きな分類～

人類の文化遺産から
人間の精神の営みを追求

学問対象が人間なので、人間
や人間の行動・考えに関心があ
ること、人の心を考える想像力
が必要といえる。

国際理解のために
外国語とその文化を学ぶ

外国に関心を持ち、反復的、機
械的な学習をいとわずに学ぶ
姿勢が大切。国際的な視野や
多角的な思考力も必須。

快適で安全な生活を送るため
の社会秩序を作る

社会全般に関わる学問なので
、経済から医学まで広い関心、
バランス感覚、理論的な思考力
が必要だろう。

モノとカネの流れを
科学的に分析・研究する

様々な要素が絡み合っている
経済を理解する粘り強さ、全体
を見渡す広い視野、論理的な思
考力が大切。

社会で起こる事象の
しくみや関係を分析する

幅広い学問分野なので、社会
現象への関心、批判精神、問題
発見力の他、何を学ぶのかの目
的意識が大切。

人の成長・発達を助ける
手法・技術を考える

子どもが好きで、粘り強く指導
できる人が教員に向いている。
また、生涯教育や教育制度に関
心がある人も。

文学系統 外国語系統

法学系統 経済学系統

社会学系統 教員養成・教育学系統

技術開発のベースとなる
自然界の法則を解明する

未知の発見に取り組もうとする
姿勢と、結果がなかなか得られ
なくてもあきらめない忍耐力が
大切だろう。

生活をよりよくする技術・
製品開発を行う

今あるモノへの疑問、既存の
概念にとらわれない発想、モノ
いじりが好きなことなどが向い
ている要素といえる。

健康な人間生活を守る
専門技術を身につける

人間の生命、健康に関わるた
め、膨大な知識・技術を取得す
る意欲と社会的な使命感、人へ
の思いやりが不可欠。

安定した食料供給体系、
自然環境の構築を図る

自然相手の研究であるがゆえ
に、自然を愛する心、ハードな研
究に取り組む忍耐力が大切。

食事、衣服、住居など
生活全般を研究する

生活や家庭を大切に思う心や
快適な生活への欲求があると
いいだろう。また、各分野への関
心は欠かせない。

病気の予防を追究し
健康回復をサポートする

人に接することが多いため、人
への思いやりが大切。その上で
、それぞれの学問への関心が必
要だろう。

理学系統 工学系統

農学系統 医・歯学系統

保健衛生学系統 生活科学系統
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パソコンが大好きな僕は、コンピュータの技術

を身につけたいと考え、理学部情報科学科に

進学しました。同じ大学の 工学部情報工学

科と迷ったのですが、 ほとんど違いはないだ

ろうと考え、なんとなく今の学科を選びました。

ところが、入学してみると、情報科学科では、

コンピュータの実技の授業があまりないこと

がわかりました。情報科学科は、コンピュータ

の基礎理論の研究を行う学科だったのです。

事前に学科の内容をよく調べておくべきでし

た。

学部・学科選びは、学科名称だけでなく、
中身までよく調べて考えることが重要

情報工学科と情報科学科って同じじゃないの？
理学部情報科学科 S・T先輩

私が憧れるT大学のT教授は、海中の微生物

を利用したマリン・バイオテクノロジーの専門

家。海中のバクテリアを利用して、有害な化学

物質を分解する研究に取り組んでいます。幸

い自宅から通えるG大学にも生命工学科が

あったので「これならT教授と同じ研究ができる」

と思って進学しました。ところが実際は、植物の

細胞分裂を 促すための実験ばかりで、マリ

ン・バイオテクノロジーのことは学べそうにあり

ません。高校までの学習と違い、同じ工学部生

命 工学科でも、学べる内容が大学によって

異なるとは知りませんでした。

同じ名前の学科なのに同じことを学べない？
工学部生命工学科 N・M先輩

志望校決定のポイント：大学・学部の魅力・特徴
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保護者の心構え

やりたいことを起点に探す

大学情報集め
（就職・進学・資格・教学）

入試制度（入試科目等）

近隣エリアにとらわれず
幅広く検討する

現地に足を運ぶ（OCなど）

学びたい学問をイメージ
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《入試問題は、どこから出題されるか？》
授業・教科書から出題される可能性
□大学入学共通テスト １００％

□国公立大個別学力検査 ７０～８０％

□私立大 ７０～８０％

《入試問題の出題構成は？》
□基礎問題 ５０～６０％
□標準問題 ３０～４０％
□難問 ２０％以下

易しい問題ほど
差がつきやすい

1・2年生範囲が
全体の8割

鉄則１

大学入試は高校の授業で学んだことが全て

大切なことは学校の授業

（京大合格者目安得点率が85～88％程度）

（京大合格者目安得点率が50～60％程度）
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授業で
学習範囲を
理解できる
準備をする

準備 理解 定着 確認 克服

全力で
学習範囲を
理解する

理解した
学習範囲を
脳に定着
させる

学習範囲の
定着度を
確認する

未定着の
教科・分野
をなくす

予
習

授
業

復
習

定
期
テ
ス
ト

模
擬
試
験

（
進
研
模
試
）

定
期
テ
ス
ト

模
擬
試
験
の

復
習

先
生
へ
の
質
問

完成

質問により、
不明箇所の
理解を徹底

する

高校生として最も大切な学習法

これだけの学習を行うためには、
しっかりと家での学習時間を確保することが重要。
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先輩「ねぇ、○○さん、点滴静脈内注射の準備しておいて！」

私「はい、わかりました！」

先輩「よし、じゃあ、10％塩酸リドカイン液10mLをブドウ糖液と混ぜ
合わせ500mLにして2mg/分で、お願いね。」

私「え～っと・・・・」

先輩「まさか分からないの？！もういいや、他の子に頼むわ」

第94回看護師国家試験の過去問を参考に作成

働く際も基礎学力は求められる
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保護者と子どもで相談したい内容にすれ違いがみられる
子どもが何を話したいのかを聞き、保護者の考えも伝えるようにしたい

【保護者としての受験生との関わり方】
相談に乗ってあげればよかったこと／相談したかったこと

保護者が相談に乗って
あげればよかったと思うこと

進研アド刊「マナビジョンブック2015・アンケート＜保護者＞」より

子どもが保護者に相談
したかったこと
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【保護者の方々も「第一志望」を諦めない】
目標（志望校）の決定、生徒本人の意志決定を尊重する
最初からあきらめない、最後まであきらめない
合格したからといって未来が約束されるわけではないが、
合格するまでの努力と経験は未来でも必ず役に立つ。

【正しい情報収集】
抽象的ではなく、一つ踏み込んだアドバイス・声掛け
噂話や先入観だけで大学や入試を判断しない

【学校・先生方との連携】
学校・家庭での指導の一貫性（一方で、追い込まない配慮）
本人の『よし、やってみよう』を一緒に後押しする
学校に情報あり。悩んだら、相談。

お子様の進路実現のために保護者ができること

【生活管理】
お子様の生活で３つの時間固定（①就寝②起床③学習開始時間の固定）


