
クラス担任のための
特別編集

　

そ
の
原
因
の
一
つ
に
、適
性
診
断
や
適

職
診
断
の「
こ
う
い
う
性
格
」「
こ
ん
な
職

業
が
向
い
て
い
る
」と
い
う
結
果
だ
け
に
注

目
し
て
い
る
せ
い
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

進
路
学
習
の
初
期
段
階
で
、適
性
診
断

を
ず
っ
と
活
用
し
て
い
る
と
い
う
和
歌
山

県
立
星
林
高
校
・
進
路
指
導
部
の
西
川
充

伸
先
生
も
、「
適
性
診
断
を
占
い
の
よ
う

に
、当
た
っ
て
い
る
・
当
た
っ
て
い
な
い
で
終

わ
ら
せ
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
」と

語
る
。
適
性
・
適
職
診
断
は
、そ
の
結
果
に

よ
っ
て
職
業
や
性
格
を
決
め
込
む
の
で
は

な
く
、自
分
の
可
能
性
に
気
付
い
た
り
、知

ら
な
か
っ
た
領
域
を
知
る
キ
ッ
カ
ケ
に
し
て

い
く
も
の
。
方
向
性
を
絞
る
の
で
は
な
く
、

可
能
性
を
広
げ
る
た
め
の
ツ
ー
ル
な
の
だ
。

●	

診
断
の
意
味
を
伝
え
て
、

	

自
己
理
解
に
結
び
付
け
る

　

コ
ラ
ム
に
も
あ
る「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」を
解

　

進
路
学
習
を
す
る
際
、「
少
し
で
も
興

味
の
あ
る
仕
事
を
調
べ
る
」と
言
っ
て
も
、

な
か
な
か
興
味
が
も
て
な
い
と
立
ち
止
ま

る
生
徒
が
少
な
く
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、

「
何
で
も
い
い
か
ら
」と
い
く
ら
言
葉
で
促

し
て
も
逆
効
果
。し
ぶ
し
ぶ
調
べ
た
職
業
の

こ
と
は
、結
局
自
分
ご
と
と
し
て
捉
え
ら

れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。

　

そ
ん
な
と
き
、最
初
の
一
歩
と
し
て
役
立

つ
の
が
、適
性
診
断
や
適
職
診
断
な
ど
の

診
断
テ
ス
ト
。
と
こ
ろ
が
、「
受
け
た
は
い
い

が
、何
か
違
う
」と
か「
結
果
と
し
て
出
て

き
た
職
業
が
、自
分
の
苦
手
な
科
目（
例

え
ば
理
系
科
目
な
ど
）が
必
要
で
全
然
無

理
」な
ど
、否
定
的
に
捉
え
ら
れ
、あ
ま
り

う
ま
く
活
用
で
き
な
い
と
い
う
声
も
聞

く
。

　

そ
こ
で
、適
性
診
断
や
適
職
診
断
を
有

効
に
活
か
す
た
め
の
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト

を
挙
げ
て
み
た
い
。

徴
と
重
ね
合
わ
せ
て
、「
似
た
考
え
方
や
行

動
特
性
を
も
っ
て
い
る
」こ
と
か
ら
導
き
出

さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
。
ど
ん
な
特
徴
が

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ

と
で
、「
S
E
っ
て
一
人
で
も
く
も
く
と
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
作
る
人
か
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

チ
ー
ム
で
協
力
し
な
が
ら
新
し
い
こ
と
に

挑
戦
し
て
い
く
仕
事
だ
か
ら
、自
分
の
適

職
と
し
て
出
て
き
た
ん
だ
」な
ど
の
職
業
へ

の
気
づ
き
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
。特
定

の
職
業
名
だ
け
で
な
く
、「
社
会
に
貢
献
す

る
」「
緻
密
に
計
画
す
る
」「
新
し
い
こ
と
に

積
極
的
に
挑
戦
す
る
」な
ど
、自
分
が
目

指
し
た
い
方
向
性
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
気
付

く
こ
と
で
、職
業
調
べ
の
視
野
が
広
く
な

る
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
、回
答
し
て
い
た
過
程
で
印
象
に

残
っ
た
質
問
に
注
目
し
、な
ぜ
印
象
に
残
っ

て
い
る
の
か
、質
問
で
思
い
出
し
た
出
来
事

は
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
、そ
れ
ら
を
書
き

出
し
て
み
る
と
、自
己
理
解
へ
の
助
け
に

も
な
る
。

 

「
適
性
診
断
と
い
う
情
報
を
、そ
の
ま
ま

鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、そ
こ
か
ら

“
考
え
る
”こ
と
を
促
し
ま
す
。
そ
の
考
え

る
力
が
、こ
れ
か
ら
大
き
く
変
化
す
る
社

会
の
中
で
、と
て
も
重
要
な
力
に
な
る
と

思
い
ま
す
」（
西
川
先
生
）

　

そ
ん
な
力
を
養
う
た
め
に
も
、適
性
診

断
や
適
職
診
断
を
有
効
に
活
用
し
た
い
。

説
し
て
い
き
、そ
の
た
め
に
適
性
診
断
な
ど

の
客
観
的
な
情
報
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を

伝
え
る
と
、気
づ
き
に
つ
な
が
り
や
す
い
。

ち
な
み
に「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」は
、対
人
関
係

の
気
づ
き
を
あ
ら
わ
す
モ
デ
ル
図
。「
開
放

の
窓
」が
大
き
い
ほ
ど
他
者
と
の
人
間
関

係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。

 

「
開
放
の
窓
」を
広
げ
る
た
め
に
は
、他
者

か
ら
言
わ
れ
た
自
分
で
は
意
外
と
思
う
よ

う
な
こ
と
を
受
け
入
れ
て
み
る（「
盲
点
の

窓
」を
開
い
て
い
く
）こ
と
や
、自
己
開
示
し

て
い
く
（
「
秘
密
の
部
屋
」を
開
い
て
い
く
）

こ
と
が
大
事
。
そ
の
た
め
の
素
材
と
し
て

適
性
診
断
が
活
か
せ
る
と
い
う
よ
う
な
解

説
を
す
る
と
、わ
か
り
や
す
い
。さ
ら
に
、診

断
結
果
を
も
と
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
窓
に
気

付
い
た
こ
と
を
書
き
入
れ
て
整
理
し
て
い

く
と
、自
己
理
解
を
深
め
や
す
い
よ
う
だ
。

●	

な
ぜ
そ
の
結
果
が
出
た
か
を
考
え
、

	

新
し
い
気
づ
き
に
つ
な
げ
る

　

ま
た
、な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
が
出
て
い

る
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
も
大
事
。

　

例
え
ば
、職
業
に
関
し
て
も
、自
分
の

能
力
や
得
意
・
不
得
意
と
は
別
に
、な
ぜ
そ

の
職
業
が
向
い
て
い
る
と
出
て
い
る
の
か
理

由
を
考
え
て
み
る
と
、視
野
の
広
が
り
に
つ

な
が
り
や
す
い
。
も
と
も
と
職
業
診
断
な

ど
は
、そ
の
仕
事
で
働
く
人
た
ち
が
同
じ

診
断
を
受
け
た
際
に
傾
向
と
し
て
出
る
特

『キャリアガイダンス』誌は全国の高校に贈呈しています（校長、教頭・副校長、進路指導主事先生宛に郵送）

バックナンバーの記事はすべてWEBサイトで閲覧いただけます

http://souken.shingakunet.com/career_g/ キャリアガイダンス 検索

高校生の主体的な進路選択を応援する先生のための進路指導・キャリア教育専門誌

適
性
診
断
や
適
職
診
断
を
行
っ
て
も
、「
当
た
っ
た
」「
な
ん
か
違
う
」で
終
わ
り
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？　

診
断

を
進
路
学
習
に
活
か
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、整
理
し
て
み
ま
し
た
。
取
材
・
文
／
清
水
由
佳（
ラ
イ
タ
ー・
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

【最新号】 Vol.419　2017年10月発行
■	特集
「働き方改革」で、どこへ向かう？
［Interview］	「子どものため」は多忙化の原因でもあり、改善の要因でもある。
妹尾昌俊（教育研究家）
［Report］	「多忙」とどう向き合うか
八千代松陰高校（千葉・私立）、沼津城北高校（静岡・県立）、
近畿大学附属高校（大阪・私立）ほか
［Message］	「チームとしての学校」が描くこれからの教育現場
［Special	Talk］	管理職の「本気」と「覚悟」が学校を変える
荒井優（私立・札幌新陽高校	校長）、日野田直彦（大阪府立箕面高校	校長）
平川理恵（横浜市立中川西中学校	校長）
■	連載
● 進路指導実践を磨く！
	 石狩南高校（北海道・道立）
● 進路指導ケーススタディ
	 夏休み明け、休みがちな生徒への呼び出し面談

■ 自己理解や職業発見に活かす

■ こんな活かし方も！

適性診断を交えた進路学習が
情報との向き合い方を深める

　星林高校で情報の授業を担当する西川先生は、生徒
にとって現実感のある「生データ」をいかに活用するかに
こだわっている。その点、進路を模索することは、まさに生
徒が現実に解決すべき切実な課題。そこで、1年生の6
月から、7時間使った進路学習を情報の授業として実施
している。
 「最初に2時間かけて適性診断を活用した自己診断をし
ます。情報と向き合うには、いかに客観的なデータを得ら
れるかが大切です。その点、適性診断などは重要な客観
的データとなります」（西川先生）
　自分への理解と客観的に出た結果にギャップはない
か。将来への漠然とした希望は、果たして適性と合致して
いるのか。そもそもどのようなことが向いているのか。自分
で考えているだけでは思いもよらないような結果が出てく
ることは少なくない。
 「単に、合っている・合っていないではなく、客観的に出
てきた情報をいかに考えるかが大事です。そこで、まずは
感想を、そして具体的にどこが合っていて、何が違ってい
るかを、ノートにひたすら書いていく。その蓄積が、後々の
進路決定のための貴重な資料となります」
　さらに、職業をネットや本などで調べたり、身近な人にそ
の職業への見解をインタビューしたり。多面的に情報を
蓄積していくことで、徐々に「情報」との向き合い方を体験
していく。適性検査は、そのスタート地点として役立つのだ
と言う。
 「結果として、自分が就きたいと考えている職業が、自分
の適性とギャップがあると出れば、そのギャップをどう埋め
ていけばいいのか考えればいい。適性診断によって決め
つけるのではなく、広げて可能性を探っていく。そういう”考
える“力を大切にしたいと思っています」

和歌山県立星林高校
進路指導部
西川充伸先生の場合

●西川先生の授業展開　＜全7時間＞

・自己診断　＜2時間＞

適性診断を受けてその結果をもとにレポート作成
（１時間）。さらに異なる適性診断を受けてレポー
ト作成（１時間）。２種類の結果を比較し、考えを
深める。

・仕事調べ　＜1時間＞

ネットで、自分が興味をもった仕事について調べる。

・レポート作成　＜4時間＞

最終的に、調べた職業・仕事をテーマに2000字
のレポートを提出。まずは1時間でレポートの書き
方を指導し、3時間かけてじっくりレポート作成に取
り組む。ネット情報のコピペは禁止。必ず自分がや
るべきことをToDoリストにしていくことを重視する。

※授業時間外に、関連図書を借りて調べたり身
近な人へのインタビューなども課題として行う。

＜ジョハリの窓＞ ＜職業を広げるためのワークシート＞

自分は知っている 自分は知らない

他
人
は
知
っ
て
い
る

「開放の窓」
自分も他人も
知っている自己

「盲点の窓」
自分は気付いていないが
他人は知っている自己

他
人
は
気
付
い
て
い
な
い

「秘密の窓」
自分は知っているが

他人は気付いていない自己

「未知の窓」
誰からも

まだ知られていない自己

適性診断や適職診断の結果を見ながら、自分でも「そうそう」と思うことは「開
放の窓」へ。「そうかな？」と思ったことは「盲点の窓」へ。「本当は○○なんだけ
ど…」と思ったことは「秘密の窓」へ。それぞれ記入していくと、自分をさらに知る
ための素材となる。
さらに、「盲点の窓」に書いたことをまず受け入れてみて、「どんなときにそのよう
な行動をとっているか？」を考えてみたり、「秘密の窓」に書いたことは、どのよう
にしていくと他者にも理解してもらえそうか考えてみたりすることで、「開かれた
窓」が大きくなっていく。

適性が高い仕事TOP5 適性が低い仕事TOP5

共通する特徴は？ 向いていることとの違いは？

自分との共通点はどんなところ？

他にも向いていそうな職業は？


