
総研調査
レポート高校生と保護者は

未来に何を思い
どう向かっていこうとしているか
これからの社会を高校生と保護者はどうとらえているでしょうか。
人生100年時代を生き抜く高校生を支えるために、親子のコミュニケーションはどうあるべきでしょう。
そして高校はどんなことに取り組んでいけばよいのかを最新の調査結果から考察していきます。
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世界の人口が約112億人に達する一方、日本の人口は8400万人台に減少（2100）　※1

現状のままでは日本の平均気温が20世紀末と比較し3.4－5.4度上昇する（2099）

日本の出生数が60万人を割り込む（2058）　※2

日本の人口が１億人を割る（2053）　※2

老年人口が約3935万人とピークを迎える（2042）　※2

国内のIT人材が59万人不足する（2030）

国民の30％が65歳以上の「超高齢化社会」へ（2025）　※2
新学習指導要領の全面実施を受けて地歴・公民、理科の分野でも
記述式問題導入（2024）　※年度

東京オリンピック・パラリンピック開催
（2020）

大学等進学率54.7％（2017）

SNS利用率71.2％（2016）
選挙権が18歳からに（2016） 2018年3月大学卒業予定者の求人倍率1.78％（2017）

訪日外国人2400万人を超える（2016）

携帯電話の人口普及率が100％を超える（2012）東日本大震災（2011）

リーマン・ショック（2008）

ITバブル

ツイッター、フェイスブック日本語版開始（2008）

経済産業省が「社会人基礎力」を提唱（2006）
PISAショック（2004）　※3

ITバブル崩壊
（2000）

阪神淡路大震災（1995）

大学共通一次試験が大学入試センター試験に転換（1990）

バブル経済崩壊
（1991）

男女雇用機会均等法施行（1986）

ニート・フリーター・早期離職等の若年者雇用問題が顕在化（1999）

「人工知能が人間の能力を超えるシンギュラリティ
（技術的特異点）に達する」
発明家レイ・カーツワイルの予測（2045）

「日本の労働人口の49％が人工知能や
ロボット等で代替可能に」
（2015年発表の10～20年後の予測、野村総合研究所）

「2011年度にアメリカの小学校に入学した
子どもたちの65％は、大学卒業時に
今は存在していない職業に就くだろう」
（ニューヨーク市立大学教授キャシー・デビッドソンの予測）

高校の学習指導要領改訂（2022～年次進行で実施）
「高校生のための学びの基礎診断」実施（2018）　※年度

高校生
（年齢）

保護者
（年齢）

西暦

失
わ
れ
た
20
年

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

訪日外国人旅行者を4000万人に（2020）
「大学入学共通テスト」開始 ※国語・数学に記述式、英語4技能。（2020）　※年度

高校生と保護者の人生100年　年表

（注）
※1：世界人口予測2017年改訂版「中位推計」、国際連合。
※2：日本の将来人口「出生中位・死亡中位推計」国立社

会保障・人口問題研究所（2017年推計）。
※3：OECDの学習到達度調査（PISA）で日本の生徒の学

力低下が注目された。
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高校生と保護者はこれからの社会をどうとらえているかⅠ
AIとグローバル化、社会への影響は？

Ａ人
工
知
能Ｉ
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
を
保
護
者
よ
り
感
じ
つ
つ
前
向
き
な
高
校
生

　

こ
れ
か
ら
の
社
会
は
高
校
生
に
と
っ
て

好
ま
し
い
と
思
う
か
を
尋
ね
た
（
図
１
）。

「
好
ま
し
い･

計（
と
て
も
好
ま
し
い
社
会
だ

＋
ま
あ
ま
あ
好
ま
し
い
社
会
だ
）
」は
、高

校
生
52
％
、保
護
者
34
％
と
、ど
ち
ら
も
２

０
１
５
年
よ
り
も
増
加
し
た
。
特
に
保
護

者
で
は
父
親
が
好
ま
し
い
と
す
る
割
合
が

母
親
よ
り
も
10
ポ
イ
ン
ト
も
高
い
。

　

回
答
理
由
を
み
る
と
（
フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト

１
）、高
校
生
は「
Ａ
Ｉ
発
達
に
よ
る
職
業･

雇
用
の
喪
失
」「
少
子
高
齢
化
に
よ
る
若
い

世
代
の
負
担
増
」な
ど
を
危
惧
し
好
ま
し

く
な
い
と
い
う
反
面
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
個

性
を
出
し
や
す
く
な
る
」「
選
択
肢
が
多
い
」

「
若
い
人
が
必
要
と
さ
れ
る
」と
い
っ
た
前

向
き
な
回
答
が
挙
が
っ
て
い
る
。保
護
者
が

挙
げ
る
理
由
も
、高
校
生
と
同
様
に「
少

子
高
齢
化
に
伴
う
若
者
へ
の
負
担
増
」の

心
配
、複
雑
化
す
る「
社
会
情
勢
」の
中
で

難
し
く
な
る「
人
間
関
係
」へ
の
不
安
な
ど

が
挙
が
っ
て
い
る
が
、一
方
で
「
働
き
方
改

革
」に
よ
る
雇
用･

労
働
環
境
の
改
善
に
よ

り「
自
分
の
努
力
次
第
」で
好
ま
し
い
未
来

を
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
期
待
を

込
め
た
回
答
も
目
立
つ
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
は「
好
ま
し
い
」

高
校
生
５
割
、保
護
者
３
割

図 1  未来社会についての認識 （高校生・保護者／単一回答）

■高校生
【未来社会について｢好ましい｣回答者】
○ これからもっとグローバル化がすすめば、格差や年功序
列といったものが薄れ、もっと自分の個性を出しやすくな
ると思うから［長崎県/男子/大学］
○ 高齢化がすすんだので私たちのような若い人が必要と
されるだろうから［岐阜県/女子/大学］
○ 将来の生き方についていろいろな選択肢があるから
［岡山県/男子/大学］

【未来社会について｢好ましくない｣回答者】
○Ａ Ｉの登場によって、便利な社会とはなるが、職に就きづ
らくなると思われるから［福島県/女子/大学］

○ 格差や、妊娠した時の仕事、保育園などについて不安
が多いから［東京都/女子/大学］
○ 高齢者が増加しているため、それを若い世代が金銭的
にも支えなければいけないような社会だと思うため［和歌
山県/男子/大学］

■保護者
【未来社会について｢好ましい｣回答者】
○ 時代によって働き方の考えも変化しているので、今現
在、選択肢がたくさんあり、かなり自由だと感じています
［群馬県/母親/女子/就職］

○ 自分のやりたいこと、または自分にあった職業に就くこと
ができれば、どんどん力を発揮し、伸びていくことができ
る社会になっていると思う［長野県/母親/男子/大学］
○ 時代とともに職業の種類が増え、それに対して少子化
ということがあり、努力すればチャンスや可能性は広が
っていくように思えます［群馬県/母親/男子/大学］

【未来社会について｢好ましくない｣回答者】
○ 人間関係が複雑になってきていることと、社会が安定し
ていないため、生きがいを持ってある程度豊かなくらしが
できるのか不安です［長崎県/母親/男子/大学］
○ 社会インフラの老朽化、高齢化、国際情勢不安、エネ
ルギー問題、人手不足［岩手県/父親/男子/大学］

フリーコメント 1 これからの社会についてそう思う理由
※フリーコメント末尾のカッコ内の表記は、高校生：［都道府県/性別
/希望進路］、保護者：［都道府県/続柄/子ども性別/希望進路］

高校生

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

2015年 全体 （n=1584）

2017年
続柄別

父親 （n=220）

母親 （n=1449）

2017年
子どもの
性別

男子 （n=891）

女子 （n=787）

好ましい・計 好ましくない・計

無回答とても好ましい
社会だ

まあまあ好ましい
社会だ

あまり好ましい
社会ではない

非常に好ましく
ない社会だ

51.5 44.8

48.1 44.3

52.6 43.3

50.8 46.5

34.0 47.8

27.8 55.3

43.2 46.8

32.8 48.7

33.1 50.1

35.7 46.4

（％）
好
ま
し
い・
計

好
ま
し
く

な
い・
計

人生100年時代の高校生と保護者の未来意識
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高校生と保護者はこれからの社会をどうとらえているかⅠ
AIとグローバル化、社会への影響は？

　

Ａ
Ｉ
の
発
達
な
ど
の
技
術
革
新
の
普
及･

発
達
は
高
校
生
の
将
来
に
影
響
が
あ
る
と

思
う
か
尋
ね
た（
図
２
）。
高
校
生
で
は
影

響
が「
あ
る
」は
52
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

保
護
者
で
「
あ
る
」は
39
％
と
高
校
生
を

下
回
る
。

　

性
別
で
比
較
す
る
と
、高
校
生
で
は「
あ

る
」が
男
子
56
％
で
女
子
49
％
を
上
回
り
、

保
護
者
で
は
、父
親
56
％
、母
親
37
％
、子

ど
も
の
性
別
で
も
男
子
43
％
、女
子
35
％

と
、男
性
の
ほ
う
が
Ａ
Ｉ
の
影
響
が
強
い
と

認
識
し
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
の
将
来
へ
の
影
響
が「
あ
る
」と
思

う
理
由
と
し
て
、高
校
生･

保
護
者
の
ど

ち
ら
も
「
生
活
を
便
利
に
す
る
」「
人
手
不

足
を
解
消
す
る
」メ
リ
ッ
ト
を
現
在
す
で
に

感
じ
つ
つ
あ
る
反
面
、近
い
将
来
に
は「
人

間
の
仕
事
が
減
る
」と
職
業
選
択･

雇
用
へ

の
影
響
を
懸
念
し
て
い
る
と
い
う
意
見
が

み
ら
れ
た（
フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
２
）。

　
一
方
、影
響
が「
な
い
」と
思
う
理
由
は
、

高
校
生
で
は
自
身
が
将
来
就
き
た
い
職
業

（
看
護
師･

教
師･

警
察
官
な
ど
）は「
Ａ
Ｉ

に
代
わ
る
こ
と
は
な
い
」と
い
う
意
見
が
目

立
っ
た
。

　

ま
た
、保
護
者
が「
わ
か
ら
な
い
」と
思

う
理
由
と
し
て
は
、Ａ
Ｉ
普
及
は
初
期
段

階
で
あ
り
影
響
を
考
え
る
の
は
「
ま
だ
早

い
」な
ど
の
意
見
が
み
ら
れ
た
。

Ａ
Ｉ
の
発
達
の
影
響
が「
あ
る
」は

高
校
生
５
割
に
対
し
保
護
者
４
割

図 2  AIの発達などの技術革新の普及・発達は影響があるか （高校生・保護者／単一回答）

■高校生
【ＡＩの影響について「ある」回答者】
○ 人工知能が発達していって、これから自
分たちの生活が便利になっていくと思う
から［長崎県/女子/専門学校］
○ ＡＩの発達で増える、または減る仕事によっ
て、これから自分が何を学ぶべきなのかが
変わってくると思うから［福島県/男子/大学］

【ＡＩの影響について「ない」回答者】
○ 私が目指している分野の仕事はＡＩにとっ
てかわることができないと言われているか

【「ぜひなりたい」「できればなりたい」回答者】
〇 グローバル社会反対派が何を言おうと、
社会はどんどんグローバル化していくのだ
から、通用する人材になっていないと、取
り残されてしまうから［長崎県/男子/大学］
〇 これから外国人や観光客が増えるので、
外国人との交流は必須になる時代がくる

ら［福島県/女子/大学］
【ＡＩの影響について「わからない」回答者】
○ ＡＩのことはよく話題になるが、身近なとこ
ろであまりＡＩの話や普及を感じないから
［岩手県/女子/大学］

■保護者
【ＡＩの影響について「ある」回答者】
○ 現在も、スーパーのレジ、鉄道の駅員など
機械化で人件費が削減されている。会計
士などが不要な時代も近い。影響は必ず

と思うから［群馬県/男子/大学］
〇 日本の労働人口が減っている今、日本は
外国の労働者を雇わざるを得ないと思う
から。そんな「日本」で働いていくために、
グローバルな人材になるべきだと思うから
［福島県/女子/大学］

〇 いろいろな人とふれ合って、どんな価値

あると思います［和歌山県/父親/男子/大学］
○ ＡＩの発達は、人手不足の解消につなが
るが、同時に雇用にも大きく影響すると思
うから［岡山県/母親/男子/大学］

【ＡＩの影響について「ない」回答者】
○ そんなにすぐにＡＩだけにはならない［福島
県/母親/男子/大学］

【ＡＩの影響について「わからない」回答者】
○ＡＩは一部で急速に発展しているが、まだ
　入口段階の気がする。影響を考えるには、
　まだ早いかと［東京都/母親/女子/大学］

観のちがいがあるのかとか知りたいし、外
の世界が気になる［東京都/女子/大学］

【「あまりなりたくない」「なりたくない」回答者】
○ グローバル社会＝英語というイメージが
強く英語がとても苦手だから［東京都/女子
/大学］

○通用する自信がない［北海道/男子/大学］

フリーコメント

フリーコメント

2

3

ＡＩの影響についてそう思う理由

グローバル社会で通用する人材になりたい理由、なりたくない理由＜高校生＞

※フリーコメント末尾のカッコ内の表記は、高校生：［都道府県/性別
/希望進路］、保護者：［都道府県/続柄/子ども性別/希望進路］

※フリーコメント末尾のカッコ内の表記は、
［都道府県/性別/希望進路］

高校生

2017年 全体 （n=1987）

性別
男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

続柄別
父親 （n=220）

母親 （n=1449）

子どもの
性別

男子 （n=891）

女子 （n=787）

ある ない わからない 無回答

（％）
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次
に
、社
会
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は

高
校
生
の
将
来
に
影
響
が
あ
る
と
思
う
か

尋
ね
た（
図
３
）。高
校
生
で
は
影
響
が「
あ

る
」は
55
％
と
２
０
１
５
年
の
40
％
か
ら
大

幅
増
。
男
女
と
も
５
割
超
が「
あ
る
」と
考

え
て
お
り
、前
回
43
％
よ
り
や
は
り
増
加
し

た
保
護
者
の「
あ
る
」48
％
を
上
回
っ
た
。

　

さ
ら
に
、将
来
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
通
用

す
る
人
材
に
な
り
た
い（
な
っ
て
ほ
し
い
）意

向
を
尋
ね
た（
図
４
）。「
な
り
た
い･
計
」は
、

高
校
生
は
57
％
・
保
護
者
は
42
％
と
、高
校

生
の
意
向
が
保
護
者
を
上
回
っ
た
。
高
校

生
の
意
向
は
２
０
１
５
年
よ
り
も
増
加
し

て
い
る
。
ま
た
、父
親
の「
な
っ
て
ほ
し
い
」

意
向
が
母
親
を
大
き
く
上
回
っ
た
。

　

高
校
生
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
通
用
す

る
人
材
に「
な
り
た
い
」理
由
を
み
る
と
、

外
国
人
労
働
者･

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の

増
加
な
ど
、日
本
国
内
で
起
き
て
い
る
変

化
の
認
識
か
ら
、将
来
自
分
は
グ
ロ
ー
バ
ル

社
会
に
適
応
す
る
人
材
に「
な
る
べ
き
」で

あ
り
、そ
う
な
ら
な
い
と
社
会
に「
取
り
残

さ
れ
て
し
ま
う
」な
ど
、グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

で
通
用
す
る
人
材
に
な
る
こ
と
を
当
然
と

考
え
る
意
見
が
挙
が
っ
た
。「
な
り
た
く
な

い
」理
由
は
「
英
語
が
苦
手
」「
自
信
が
な

い
」な
ど
、す
で
に
諦
め
て
い
る
回
答
が
多
い

（
14
ペ
ー
ジ
フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
３
）。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
将
来
に
影
響
」と

考
え
る
高
校
生
が
急
増

図 3  グローバル化の影響はあるか （高校生・保護者／単一回答）

図 4  グローバル社会で通用する人材になりたい（なってほしい）か （高校生・保護者／単一回答）

高校生

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

2015年 全体 （n=1584）

2017年
続柄別

父親 （n=220）

母親 （n=1449）

2017年
子どもの
性別

男子 （n=891）

女子 （n=787）

ある ない わからない 無回答
（％）

高校生

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

2015年 全体 （n=1584）

2017年
続柄別

父親 （n=220）

母親 （n=1449）

2017年
子どもの
性別

男子 （n=891）

女子 （n=787）

なりたい・計
どちらでもよい

なりたいと思わない・計
無回答

ぜひなりたい できればなりたい あまりなりたいと
思わない

なりたいと
思わない

57.2 10.9

49.6 16.1

57.8 11.7

58.0 10.1

42.3 4.7

40.9 5.5

55.9 2.3

41.1 5.0

46.6 4.4

38.9 5.1

（％）
な
り
た

い・
計

な
り
た
い

と
思
わ
な

い・計

人生100年時代の高校生と保護者の未来意識
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将
来
働
く
こ
と
に
つ
い
て
気
が
か
り
が

あ
る
か
尋
ね
た
（
図
５
）。
高
校
生
で
気
が

か
り
が「
あ
る
」は
２
０
１
５
年
67
％
か
ら

増
加
し
73
％
。
子
ど
も
が
働
く
こ
と
に
つ
い

て
気
が
か
り
が「
あ
る
」保
護
者
は
64
％
で

２
０
１
５
年
か
ら
変
わ
ら
な
い
。

　

働
く
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
気
が
か

り
を
選
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ（
図
６
）、高

校
生･

保
護
者
い
ず
れ
も
1
位
は「
就
き
た

い
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」。

以
下
、高
校
生
の
2
位
は「
十
分
な
収
入

が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」、3
位
は「
職
場

の
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
か
」、

保
護
者
の
2
位
は「
職
場
の
人
間
関
係
が

う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
か
」、3
位
は「
就
き

た
い
職
業
が
思
い
つ
く
だ
ろ
う
か
」が
続
く
。

高
校
生
は
２
０
１
５
年
に
比
べ
1
〜
2
位

の
ス
コ
ア
が
微
増
し
3
位
の
ス
コ
ア
が
減
少
、

「
就
職
」と
「
収
入
」に
関
す
る
気
が
か
り

が
相
対
的
に
増
加
し
て
い
る
。

　

高
校
生
の
進
路
選
択
の
気
が
か
り
は
、

「
学
力
が
足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
」「
自
分

に
合
っ
て
い
る
も
の
が
わ
か
ら
な
い
」「
や
り

た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
な
い
、わ
か
ら
な
い
」

の
上
位
3
項
目
が
微
増（
図
７
）。
こ
の
2

年
で
高
校
生
は
Ａ
Ｉ
の
普
及
や
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
影
響
の
認
識
が
強
く
な
っ
て
お
り

（
前
項
）、こ
れ
ら
社
会
変
化
が
進
路
選
択

に
も
影
響
す
る
こ
と
を
不
安
視
し
て
い
る
。

「
働
く
こ
と
」「
進
路
選
択
」に

気
が
か
り
が
増
す
高
校
生

図 6  働くことの気がかりの内容 （高校生･保護者：図5=気がかりが｢ある」回答者／5つまで回答）

就きたい職業に就くことができるだろうか

十分な収入が得られるだろうか

職場の人間関係がうまくいくだろうか

就きたい職業が思いつくだろうか

そもそも就職することができるのだろうか

自分（子ども）にできる仕事があるだろうか

遊ぶ時間がとれるだろうか

仕事を覚えられるだろうか

毎朝、時間どおりに起きられるだろうか

仕事がつまらないのではないだろうか

歳をとっても働き続けられるだろうか

体力的に厳しいのではないだろうか

すぐ辞めさせられるのではないだろうか

勤め先が倒産してしまうのではないだろうか

仕事内容や報酬に男女格差がないだろうか

図 5  高校生が将来働くことについての気がかり （高校生･保護者／単一回答）図 7  進路選択についての気がかり 
　　（高校生／複数回答）

学
力
が
足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い

自
分
に
合
っ
て
い
る
も
の
が

わ
か
ら
な
い

や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
な
い
、

わ
か
ら
な
い

社
会
に
出
て
い
く
能
力
が

あ
る
か
自
信
が
な
い

自
分
で
決
断
す
る
自
信
が
な
い

知
り
た
い
情
報
を
集
め
た
り
、

選
ん
で
い
く
方
法
が
わ
か
ら
な
い

経
済
的
な
理
由
で
自
分
の
希
望

が
か
な
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い

特
に
な
い

※「2017年 全体｣の降順ソート

※高校生｢2017年 全体」の降順ソート

（％）80

60

40

20

0

00 2020 4040 6060 80（％）（％）80

保護者高校生

■ 2017年 全体（n=1987）
■ 2015年 全体（n=1887）

■ 2017年 全体 （n=1100）
■ 2015年 全体 （n=1009）

■ 2017年 全体 （n=1445）
■ 2015年 全体 （n=1269）

AIとグローバル化、社会への影響は？

高
校
生

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保
護
者

2017年 全体 （n=1722）

2015年 全体 （n=1584）

2017年
続柄別

父親 （n=220）

母親 （n=1449）

ある ない 働くことについて
考えたことがない 無回答

（％）
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「
主
体
性
」「
実
行
力
」「
発
信
力
」「
課
題
発
見
力
」の
育
成
と「
自
立
」に
課
題

　

高
校
生･
保
護
者･

教
員
に
経
済
産
業

省
が
定
義
し
た『
社
会
人
基
礎
力
』の
能

力
要
素
の
う
ち
、高
校
生
に
と
っ
て「
将
来
、

社
会
で
働
く
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る

能
力
」と
「
現
在
持
っ
て
い
る
能
力
」を
そ

れ
ぞ
れ
3
つ
ま
で
選
ん
で
も
ら
っ
た（
図
８

※
教
員
は
２
０
１
６
年
実
施
調
査
よ
り
）。

 

「
必
要
と
さ
れ
る
能
力
」は
、高
校
生･

保

護
者･

教
員
の
い
ず
れ
も
1
位
は
「
主
体

性
：
物
事
に
進
ん
で
取
り
組
む
力
」。
高
校

生
と
保
護
者
の
2
位
は「
実
行
力
：
目
的

を
設
定
し
確
実
に
行
動
す
る
力
」。
高
校

生
3
位「
発
信
力
：
自
分
の
意
見
を
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
力
」。一
方「
現
在
持
っ
て

い
る
能
力
」は
、高
校
生
は「
傾
聴
力
」「
規

律
性
」が
僅
差
で
上
位
。

 

「
主
体
性
」「
実
行
力
」「
発
信
力
」は
必

要
な
能
力
と
現
在
持
っ
て
い
る
能
力
の
差

が
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
あ
り
、注
力
す
べ
き
能

力
と
い
え
る
。ま
た
教
員
2
位
の「
課
題
発

見
力:

現
状
を
分
析
し
、目
的
や
課
題
を

明
ら
か
に
す
る
力
」は
保
護
者
・
高
校
生
と

教
員
と
の
間
で
認
識
の
差
が
大
き
く
、こ

の
差
を
埋
め
て
い
く
こ
と
が
高
校
現
場
で

の
今
後
の
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。

保
護
者
と
教
員
の
ギ
ャッ
プ
が
大
き
い

「
課
題
発
見
力
」の
必
要
性

図 8  社会で働くにあたって必要とされる能力と現在持っている能力 （高校生･保護者･教員／3つまで回答）

主体性
物事に進んで取り組む力

実行力
目的を設定し確実に行動する力

発信力
自分の意見をわかりやすく伝える力

規律性
社会のルールや人との約束を守る力

課題発見力
現状を分析し、目的や課題を

明らかにする力

計画力
課題の解決に向けたプロセスを
明らかにし、準備する力

創造力
新しい価値を生み出す力

情況把握力
自分と周囲の人々や物事との
関係性を理解する力

柔軟性
意見や立場の違いを理解する力

働きかけ力
他人に働きかけ巻き込む力

傾聴力
相手の意見を丁寧に聞く力

ストレスコントロール力
ストレスの発生源に対応する力

※必要とされる能力：｢高校生」の降順ソート
※｢教員｣は2016年『高校の進路指導･キャリア教育に関する調査』（リクルート進学総研）より

00 2020 4040 6060 80（％）（％）80

現在持っている能力必要とされる能力

■ 高校生 （n=1987）
■ 保護者 （n=1722）
  ●  教員 （n=1105）

■ 高校生 （n=1987）
■ 保護者 （n=1722）
  ●  教員 （n=1105）

高校生と保護者はこれからの社会をどうとらえているかⅠ
未来社会を生き抜くために必要な力

人生100年時代の高校生と保護者の未来意識
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高
校
卒
業
ま
で
に「
日
常
生
活
で
の
自

立
」と
「
精
神
的
な
自
立
」が
で
き
そ
う
か

尋
ね
た（
図
９
）。「
両
方
で
き
る
と
思
う
」

は
高
校
生･
保
護
者
と
も
約
4
割
。
高
校

生
で
は
男
子
が
女
子
を
大
き
く
上
回
っ
た
。

ま
た
、「
精
神
的
な
自
立
は
で
き
る
が
、日

常
生
活
で
の
自
立
は
で
き
な
い
と
思
う
」

が
保
護
者
よ
り
も
高
い
。
高
校
卒
業
ま
で

は
日
々
の
家
事
な
ど
自
分
一
人
で
は
難
し
い

た
め
だ（
フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
４
）。
ま
た
自
立

を「
両
方
で
き
る
と
思
う
」高
校
生･

保
護

者
か
ら
は
、日
頃
か
ら「
自
分
の
こ
と
は
自

分
で
す
る
」「
子
離
れ
す
る
よ
う
に
努
め
て

い
る
」な
ど
の
理
由
が
挙
が
っ
た
。一
方
、「
両

方
で
き
な
い
と
思
う
」理
由
は
、高
校
生
は

「
勉
強
以
外
の
こ
と
を
学
ぶ
余
裕
が
な
い
」、

保
護
者
は「
社
会
人
に
な
れ
ば
で
き
る
」な

ど
、高
校
卒
業
ま
で
の
自
立
は
難
し
い
と
い

う
回
答
が
目
立
つ
。

　

ま
た
、進
路
選
択
を
行
う
際
、ど
の
よ

う
に
決
め
た
い
か
を
尋
ね
る
と
（
図
10
）、

高
校
生･

保
護
者
と
も
「
保
護
者
の
意
見

を
少
し
参
考
に
し
な
が
ら
、自
分
自
身
で

決
め
た
い
」が
最
も
多
く
、約
半
数
が
高
校

卒
業
後
の
進
路
選
択
を
保
護
者
の
サ
ポ
ー

ト
が
必
要
な
が
ら
自
分
で
決
定
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、男
子
の
方
が
自
分
自

身
で
決
め
た
い
意
向
が
強
い
。 

精
神
的
な
自
立
は
で
き
る
が

日
常
的
な
自
立
は
で
き
な
い

図 9  高校卒業までに「精神的な自立」や「日常の自立」ができそうか （高校生・保護者／単一回答）

図 10  希望する進路の決め方 （高校生･保護者／単一回答）

高校生

2017年 全体 （n=1987）

性別
男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

子どもの
性別

男子 （n=891）

女子 （n=787）

70.7 54.8

75.3 60.2

65.7 48.5

64.5 50.8

66.3 51.7

64.7 51.7

（％）
精
神
的

な
自
立
・

計 日
常
生

活
で
の

自
立
・
計

両方できると思う
精神的な自立はでき
るが、日常生活での
自立はできないと思う

日常生活での自立は
できるが、精神的な
自立はできないと思う

両方できないと思う 無回答

■高校生
【「両方できる」回答者】
○日常で自分のできることは自分でしている
　から。自分の考えなどはハッキリ言えるか
　ら［福島県/男子/大学］
【「日常生活での自立はできる」回答者】
○ 家事の手伝いなどはしているが、精神面で
はまだまだ甘えているから［岡山県/女子/大学］

【「精神的な自立はできる」回答者】
○ 学校でいろいろ鍛えられているけど一人

暮らししていけるような日常生活の自立
は難しそう［長崎県/女子/大学］

【「両方できない」回答者】
○ 勉強ばかりで他のことを学ぶ余裕が時間
的にも精神的にもない［北海道/女子/大学］

■保護者
「両方できる」回答者】
○ 子離れするように努めている。日頃の会
話や、生活から、できるように思う［長野県

/母親/女子/何でもいい］

【「日常生活での自立はできる」回答者】
○ 高校を卒業後、親元を離れてから気づくこ
とも多く、それらの経験から精神的な自立
心は生まれてくる［長崎県/父親/男子/大学］

【「両方できない」回答者】
○ 世の中に出て、実際に経験・体験して初
めて理解できるものだから［岡山県/父親/
男子/大学］

フリーコメント 4 自立できると思う理由、できないと思う理由 ※フリーコメント末尾のカッコ内の表記は、高校生：［都道府県/性別
/希望進路］、保護者：［都道府県/続柄/子ども性別/希望進路］

未来社会を生き抜くために必要な力

高校生

2017年 全体 （n=1987）

性別
男子 （n=1064）

女子 （n=890）

保護者

2017年 全体 （n=1722）

続柄別
父親 （n=220）

母親 （n=1449）

85.1 13.1

88.3 10.2

81.0 17.0

73.4 24.0

73.2 25.0

73.8 24.0

（％）
自
分
自
身
・
計

保
護
者
と一
緒・計

自分自身・計 保護者と一緒・計

できるだけ保護者
に決めてほしい 無回答できるだけ自分の

意思や考えだけで
決めたい

保護者の意見を
少し参考にしなが
ら、自分自身で
決めたい

保護者の意見を
少し参考に

しながら、一緒に
決めたい

保護者の意見を
かなり重視して
決めたい
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適
度
な
距
離
感
と
、尊
重
し
励
ま
す
態
度
が
、前
向
き
な
進
路
意
識
を
醸
成

　

高
校
生･
保
護
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
日
常

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
12
項
目

を
提
示
し
、そ
れ
ぞ
れ
実
施
状
況
を
尋
ね
た

（
図
11
）。
高
校
生･

保
護
者
と
も「『
あ
な

た
は
ど
う
し
た
い
』『
あ
な
た
は
ど
う
思
う
』

と
あ
な
た
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
」が
最

も
多
く
、「
あ
る･

計
」は
高
校
生
66
％
、保

護
者
76
％
と
保
護
者
の
現
状
評
価
が
高

校
生
の
実
感
よ
り
も
高
い
。

　

以
下
、「
高
校
で
何
を
学
ん
で
い
る
の
か

な
ど
、高
校
で
の
生
活
に
関
し
て
会
話
し

て
い
る
」「『
自
分
で
選
択
し
、そ
れ
に
責
任

を
も
つ
』こ
と
が
大
切
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
」

「
あ
な
た
が
悩
ん
で
い
た
り
、う
ま
く
い
っ
て

い
な
い
と
き
に
励
ま
し
て
く
れ
る
」「
保
護

者
に
褒
め
ら
れ
て
い
る
」「
ニ
ュ
ー
ス
や
社
会

の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
た
り
会

話
し
て
い
る
」「『
夢
や
目
標
を
大
切
に
し

な
さ
い
』と
言
わ
れ
て
い
る
」は
い
ず
れ
も

保
護
者
で
は
過
半
数
を
占
め
る
が
、高
校

生
は
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
下
回
る
。
保
護
者

が
発
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
保
護
者

が
思
う
ほ
ど
高
校
生
に
伝
わ
り
に
く
い
現

状
が
浮
き
ぼ
り
に
な
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
良
好
な
が
ら

保
護
者
の
自
己
評
価
が
高
め

図 11  保護者との日常のコミュニケーションや行動 （高校生･保護者／各単一回答）

66.1  7.6

76.3  1.5

52.4 19.4

65.5  8.0

52.0 14.8

74.0  3.1

49.6 14.7

69.6  2.4

47.6 16.1

65.6  3.8

45.8 14.9

45.5  6.3

40.2 27.1

59.1 12.0

37.5 22.9

53.9  9.1

32.6 24.6

22.5 33.7

30.1 24.8

25.7 14.6

29.8 23.9

24.6 29.7

22.7 41.4

30.5 27.7

あ
る・
計

な
い・計

「あなたはどうしたい」
「あなたはどう思う」とあなたの
意見が尊重されている

高校で何を学んでいるのかなど、
高校での生活に関して
会話している

「自分で選択し、それに責任を
もつ」ことが大切だと
言われている

あなたが悩んでいたり、
うまくいっていないときに
励ましてくれる

保護者に褒められている

あなたと意見が異なるとき、
頭ごなしに否定されない

ニュースや社会の動きなどに
ついて一緒に考えたり
会話している

保護者に「夢や目標を大切に
しなさい」と言われている

あなたがすることを保護者が決め
たり手伝ったりする

あなたの行動に口出しや
干渉をしない

あなたが失敗をしないように、
保護者ができることを
先回りして考えてくれる

地域とのかかわりについて
会話したり、行事に
参加したりしている

※高校生｢ある・計｣の降順ソート

ある・計
どちらとも
いえない

ない・計
無回答

よくある ある ない まったくない

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

高校生

保護者

（％）

高校生 （n=1987）
保護者 （n=1722）

未来社会を生き抜く高校生を保護者と学校はどう支援するかⅡ
高校生の進路意識を支える
保護者のコミュニケーションとは
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両方できると思う

精神的な自立は
できるが、日常生
活での自立は
できないと思う

日常生活での
自立はできるが、
精神的な自立は
できないと思う

両方できない
と思う 無回答

　

こ
こ
か
ら
は
、高
校
生･

保
護
者
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
関
係
性
を
測
る
指

標
の
状
況
別
に
、高
校
生
の
進
路
意
識
の

水
準
を
比
較
し
て
い
く
（
※
前
ペ
ー
ジ
、日

常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
状
況
別
は
違

い
が
あ
る
項
目
の
み
抜
粋
し
て
掲
載
）。

　

18
ペ
ー
ジ
で
み
た
高
校
卒
業
ま
で
の
自

立
実
感
に
つ
い
て
、「
両
方
で
き
る
」が
高
い

の
は
、進
路
対
話
態
度
別
で
は
保
護
者
と

「
話
す
」層（
図
12
）。進
路
選
択
に
関
す
る

保
護
者
の
態
度
別
で
は
「
干
渉
」「
無
関

心
」な
層
に
比
べ「
ち
ょ
う
ど
い
い
」と
感
じ

て
い
る
層
で
高
い
。
ま
た
、「
無
関
心
」層
は

「
両
方
で
き
な
い
と
思
う
」が
突
出
し
て
高

く
な
っ
て
い
る
。

 

「
精
神
的
な
自
立･

計（
両
方
で
き
る+

精

神
的
な
自
立
は
で
き
る
）
」に
着
目
し
、日

常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状
況
別

に
み
る
と
、「
保
護
者
に
褒
め
ら
れ
て
い
る
」

「
あ
な
た
と
意
見
が
異
な
る
と
き
に
頭
ご

な
し
に
否
定
さ
れ
な
い
」「
地
域
と
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
会
話
し
た
り
行
事
に
参
加

し
た
り
し
て
い
る
」「
高
校
で
の
生
活
に
関

し
て
会
話
し
て
い
る
」状
況
が「
あ
る
」層

ほ
ど
高
く
、反
対
に「
あ
な
た
が
す
る
こ
と

を
保
護
者
が
決
め
た
り
手
伝
っ
た
り
す
る
」

は「
な
い
」層
ほ
ど
高
い
。
高
校
生
が
自
ら

考
え
行
動
す
る
こ
と
を
促
す
態
度
が
自
立

の
実
感
を
醸
成
し
て
い
る
。

話
す･

褒
め
る･

自
分
で
さ
せ
る
態
度

が
高
校
生
の
自
立
実
感
を
醸
成

図 12  高校卒業までに｢精神的な自立」や「日常の自立｣ができそうか （高校生／単一回答）

70.7 54.8

71.6 56.0

67.1 50.4

70.6 54.2

73.0 57.1

58.5 44.9

73.2 54.6

70.0 54.5

66.3 56.9

71.2 53.9

71.8 57.6

67.1 55.3

72.8 54.0

70.5 54.5

66.9 59.5

69.4 53.2

71.5 55.3

72.4 56.6

74.8 55.3

70.8 59.4

69.1 51.1

73.0 54.2

71.2 59.0

65.5 51.7

2017年 全体 （n=1987）

進
路
対
話

頻
度
別

話す･計 （n=1562）

話さない･計 （n=413）

進
路
選
択
に

関
す
る
保
護
者
の

態
度
別

干渉･計 （n=493）

ちょうどいい （n=1276）

無関心･計 （n=205）

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状
況
別（
※
）

保護者に
褒められている

ある･計 （n=945）

どちらとも
いえない （n=704）

ない･計 （n=320）

「あなたはどうしたい」
「あなたはどう思う」と
あなたの意見が
尊重されている

ある･計 （n=1314）

どちらとも
いえない （n=500）

ない･計 （n=152）

あなたと意見が
異なるときに、
頭ごなしに
否定されない

ある･計 （n=911）

どちらとも
いえない （n=760）

ない･計 （n=296）

あなたがすることを
保護者が決めたり
手伝ったりする

ある･計 （n=647）

どちらとも
いえない （n=833）

ない･計 （n=489）

地域とのかかわりに
ついて会話したり、
行事に参加したり
している

ある･計 （n=452）

どちらとも
いえない （n=689）

ない･計 （n=822）

高校で何を学んで
いるのかなど、高校で
の生活に関して
会話している

ある･計 （n=1042）

どちらとも
いえない （n=541）

ない･計 （n=385）

（％）
精
神
的
な

自
立
・計

日
常
生
活
で

の
自
立
・
計

※差がある項目のみ抜粋

未来社会を生き抜く高校生を保護者と学校はどう支援するかⅡ
高校生の進路意識を支える保護者のコミュニケーションとは
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自
分
の
進
路
選
択
に
つ
い
て
ど
の
程
度

考
え
て
い
る
か
、「
考
え
て
い
る･

計
」に
着

目
し
て
み
た（
図
13
）。
進
路
対
話
頻
度
別

（
進
路
に
つ
い
て
保
護
者
と
話
す
か
話
さ
な

い
か
）で
は
、「
話
す
」層
は
88
％
が「
考
え
て

い
る
」と
回
答
、「
話
さ
な
い
」層（
56
％
）を

大
き
く
上
回
る
。
ま
た
、進
路
選
択
に
関

す
る
保
護
者
の
態
度
別
に
み
る
と
、「
干

渉
」「
ち
ょ
う
ど
い
い
」層
は
8
割
強
が「
考

え
て
い
る
」が
、「
無
関
心
」層
は「
考
え
て

い
な
い
」が
3
割
を
超
え
る
。

　

さ
ら
に
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実

施
状
況
別
に
み
る
と
、「
保
護
者
に
褒
め
ら

れ
て
い
る
」「
保
護
者
に『
夢
や
目
標
を
大

切
に
し
な
さ
い
』と
言
わ
れ
て
い
る
」「『
あ

な
た
は
ど
う
し
た
い
』『
あ
な
た
は
ど
う
思

う
』と
あ
な
た
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
て
い

る
」「
あ
な
た
が
悩
ん
で
い
た
り
う
ま
く
い
っ

て
い
な
い
と
き
に
励
ま
し
て
く
れ
る
」「
ニ
ュ

ー
ス
や
社
会
の
動
き
な
ど
に
つ
い
て
一
緒
に

考
え
た
り
会
話
し
て
い
る
」「
地
域
と
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
会
話
し
た
り
行
事
に
参

加
し
た
り
し
て
い
る
」「
高
校
で
の
生
活
に

関
し
て
会
話
し
て
い
る
」状
況
が「
あ
る
」

層
ほ
ど
高
い
。
保
護
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
話

題
で
積
極
的
に
会
話
し
、進
路
選
択
に
関

心
を
持
っ
て
温
か
く
見
守
る
態
度
で
接
す

る
こ
と
が
、高
校
生
自
身
の
進
路
検
討
を

促
し
て
い
る
。

保
護
者
の
進
路
選
択
へ
の
関
心
が

高
校
生
の
進
路
検
討
を
後
押
し
す
る

図 13  自分の進路選択をどの程度考えているか （高校生／単一回答）

81.5 18.2

81.1 18.3

78.7 21.1

84.6 15.1

88.2 11.6

56.2 43.1

83.2 16.6

83.8 16.2

64.4 35.6

86.3 13.5

77.6 22.2

76.3 22.8

86.6 13.4

79.2 20.5

77.6 21.7

83.6 16.1

79.0 20.8

71.7 28.3

84.8 15.0

80.4 19.4

73.3 26.0

86.5 13.4

79.2 20.5

77.0 22.7

85.4 14.4

80.6 19.3

80.3 19.3

85.4 14.6

79.3 20.1

74.8 24.7

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

進
路
対
話

頻
度
別

話す･計 （n=1562）

話さない･計 （n=413）

進
路
選
択
に

関
す
る
保
護
者

の
態
度
別

干渉･計 （n=493）

ちょうどいい （n=1276）

無関心･計 （n=205）

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状
況
別（
※
）

保護者に
褒められている

ある･計 （n=945）

どちらとも
いえない （n=704）

ない･計 （n=320）

保護者に
「夢や目標を大切に
しなさい」と
言われている

ある･計 （n=745）

どちらとも
いえない （n=769）

ない･計 （n=456）

「あなたはどうしたい」
「あなたはどう思う」と
あなたの意見が
尊重されている

ある･計 （n=1314）

どちらとも
いえない （n=500）

ない･計 （n=152）

あなたが悩んでいた
り、うまくいっていない
ときに励ましてくれる

ある･計 （n=986）

どちらとも
いえない （n=690）

ない･計 （n=292）

ニュースや社会の
動きなどについて
一緒に考えたり
会話している

ある･計 （n=798）

どちらとも
いえない （n=625）

ない･計 （n=538）

地域とのかかわりに
ついて会話したり、
行事に参加したり
している

ある･計 （n=452）

どちらとも
いえない （n=689）

ない･計 （n=822）

高校で何を学んで
いるのかなど、高校
での生活に関して
会話している

ある･計 （n=1042）

どちらとも
いえない （n=541）

ない･計 （n=385）

（％）
考
え
て
い

る・
計

考
え
て
い

な
い・計

考えている・計 考えていない・計
無回答

かなり考えている ある程度
考えている

あまり
考えていない

まったく
考えていない

※差がある項目のみ抜粋
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進
路
を
考
え
る
と
き
は
ど
ん
な
気
持
ち

に
な
る
か
、２
０
１
７
年
も
前
回
同
様「
不

安
」72
％
で
あ
っ
た
。
今
回
は
23
％
に
と
ど

ま
っ
た
「
楽
し
い･

計
」に
着
目
し
て
み
た

（
図
14
）。進
路
対
話
頻
度
別
で
は「
話
す
」

層
は
25
％
が「
楽
し
い
」と
回
答
、「
話
さ
な

い
」層（
14
％
）よ
り
も
高
い
。

　

ま
た
、進
路
選
択
に
関
す
る
保
護
者
の

態
度
別
に
み
る
と
、「
ち
ょ
う
ど
い
い
」層
が

最
も
高
く
「
楽
し
い
」と
回
答
し
て
お
り
、

「
干
渉
」「
無
関
心
」が
過
ぎ
る
態
度
は
高

校
生
を「
不
安
な
気
持
ち
」に
さ
せ
て
い
る
。

　

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状

況
別
に
み
る
と
、「
保
護
者
に
褒
め
ら
れ
て

い
る
」「
保
護
者
に『
夢
や
目
標
を
大
切
に

し
な
さ
い
』と
言
わ
れ
て
い
る
」「『
あ
な
た

は
ど
う
し
た
い
』『
あ
な
た
は
ど
う
思
う
』

と
あ
な
た
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
」

「
あ
な
た
が
悩
ん
で
い
た
り
う
ま
く
い
っ
て

い
な
い
と
き
に
励
ま
し
て
く
れ
る
」「
あ
な

た
と
意
見
が
異
な
る
と
き
に
頭
ご
な
し
に

否
定
さ
れ
な
い
」「
高
校
で
の
生
活
に
関
し

て
会
話
し
て
い
る
」状
況
が「
あ
る
」層
ほ

ど
、進
路
を
考
え
る
と
き
の
気
持
ち
は「
楽

し
い
」と
い
う
回
答
が
多
い
。

　

保
護
者
が
進
路
選
択
に
つ
い
て
過
干
渉

に
な
ら
な
い
程
度
に
距
離
を
置
き
な
が
ら

励
ま
し
の
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
、高
校

生
の
不
安
を
軽
減
し
て
い
る
。

保
護
者
の
干
渉
し
す
ぎ
な
い
励
ま
し
が

高
校
生
の
進
路
検
討
を
前
向
き
に
す
る

図 14  進路を考えるときの気持ち （高校生／単一回答）

未来社会を生き抜く高校生を保護者と学校はどう支援するかⅡ
高校生の進路意識を支える保護者のコミュニケーションとは

22.9 71.8

22.3 72.2

22.9 70.4

23.0 73.5

25.4 71.5

14.0 72.6

17.8 77.7

26.3 68.3

13.7 82.0

27.7 68.8

19.5 74.1

15.3 76.9

28.6 68.6

18.9 74.1

19.7 74.1

24.2 72.1

21.6 70.4

14.5 76.3

26.5 70.3

19.6 73.8

18.2 73.3

26.3 70.4

20.7 72.0

16.9 77.4

25.5 70.5

21.1 71.9

17.9 75.8

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

進
路
対
話

頻
度
別

話す･計 （n=1562）

話さない･計 （n=413）

進
路
選
択
に

関
す
る
保
護
者
の

態
度
別

干渉･計 （n=493）

ちょうどいい （n=1276）

無関心･計 （n=205）

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状
況
別（
※
）

保護者に
褒められている

ある･計 （n=945）

どちらとも
いえない （n=704）

ない･計 （n=320）

保護者に
「夢や目標を大切に
しなさい」と
言われている

ある･計 （n=745）

どちらとも
いえない （n=769）

ない･計 （n=456）

「あなたはどうしたい」
「あなたはどう思う」と
あなたの意見が
尊重されている

ある･計 （n=1314）

どちらとも
いえない （n=500）

ない･計 （n=152）

あなたが悩んでいた
り、うまくいっていない
ときに励ましてくれる

ある･計 （n=986）

どちらとも
いえない （n=690）

ない･計 （n=292）

あなたと意見が
異なるときに、
頭ごなしに
否定されない

ある･計 （n=911）

どちらとも
いえない （n=760）

ない･計 （n=296）

高校で何を学んで
いるのかなど、高校
での生活に関して
会話している

ある･計 （n=1042）

どちらとも
いえない （n=541）

ない･計 （n=385）

（％）
楽
し
い・
計

不
安・計

楽しい・計 不安・計
考えたことが
ない 無回答

楽しい気持ち どちらかというと
楽しい気持ち

どちらかというと
不安 不安な気持ち

※差がある項目のみ抜粋
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自
分
の
進
路
を
歩
ん
で
い
け
そ
う
な
気

が
す
る
か
、「
思
う･

計
」に
着
目
し
て
み
た

（
図
15
）。
進
路
対
話
頻
度
別
で
は
、「
話

す
」層
は
78
％
が
自
分
の
進
路
を
歩
ん
で

い
け
る
と「
思
う
」と
回
答
、「
話
さ
な
い
」層

（
56
％
）を
大
き
く
上
回
る
。

　

進
路
選
択
に
関
す
る
保
護
者
の
態
度

別
に
み
る
と
、「
干
渉
」「
ち
ょ
う
ど
い
い
」層

は
「
思
う
」が
7
割
以
上
に
な
る
が
、「
無

関
心
」層
は
約
5
割
に
留
ま
る
。

　

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
施
状
況

別
に
み
る
と
、「
保
護
者
に
褒
め
ら
れ
て
い

る
」「
保
護
者
に『
夢
や
目
標
を
大
切
に
し

な
さ
い
』と
言
わ
れ
て
い
る
」「『
自
分
で
選

択
し
、そ
れ
に
責
任
を
も
つ
』こ
と
が
大
切

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
」「『
あ
な
た
は
ど
う
し

た
い
』『
あ
な
た
は
ど
う
思
う
』と
あ
な
た

の
意
見
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
」「
あ
な
た
が

悩
ん
で
い
た
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
き

に
励
ま
し
て
く
れ
る
」「
あ
な
た
と
意
見
が

異
な
る
と
き
に
頭
ご
な
し
に
否
定
さ
れ
な

い
」「
高
校
で
の
生
活
に
関
し
て
会
話
し
て

い
る
」状
況
が「
あ
る
」層
ほ
ど
高
い
。

　

保
護
者
が
子
ど
も
の
意
思
を
尊
重
し

て
、見
守
り
励
ま
す
こ
と
で
、高
校
生
は
自

ら
の
進
路
選
択
に
つ
い
て
、な
に
が
あ
っ
て

も
実
現
で
き
る
と
い
う
自
信
を
持
つ
こ
と

が
で
き
て
い
る
よ
う
だ
。

保
護
者
の
尊
重
と
見
守
り
に
支
え
ら
れ

進
路
を
歩
ん
で
い
け
る
自
信
が
わ
く

図 15  自分の進路を歩んでいけそうか （高校生／単一回答）

73.4 26.1

72.0 27.3

73.6 25.9

73.0 26.4

78.1 21.5

55.9 43.3

70.2 29.4

78.9 20.9

48.8 50.7

80.6 19.2

69.6 30.3

60.3 37.5

81.9 17.9

71.3 28.5

63.2 35.5

78.1 21.4

70.2 29.2

64.1 35.6

76.6 22.9

70.0 29.4

56.6 42.8

79.5 20.1

69.9 29.7

61.0 38.0

79.0 21.0

69.9 29.5

65.5 32.8

79.7 20.1

69.5 29.6

62.1 37.4

2017年 全体 （n=1987）

2015年 全体 （n=1887）

2017年
性別

男子 （n=1064）

女子 （n=890）

進
路
対
話

頻
度
別

話す･計 （n=1562）

話さない･計 （n=413）

進
路
選
択
に

関
す
る
保
護
者

の
態
度
別

干渉･計 （n=493）

ちょうどいい （n=1276）

無関心･計 （n=205）

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
状
況
別（
※
）

保護者に
褒められている

ある･計 （n=945）

どちらとも
いえない （n=704）

ない･計 （n=320）

保護者に
「夢や目標を大切に
しなさい」と
言われている

ある･計 （n=745）

どちらとも
いえない （n=769）

ない･計 （n=456）

「自分で選択し、
それに責任をもつ」
ことが大切だと
言われている

ある･計 （n=1034）

どちらとも
いえない （n=640）

ない･計 （n=295）

「あなたはどうしたい」
「あなたはどう思う」と
あなたの意見が
尊重されている

ある･計 （n=1314）

どちらとも
いえない （n=500）

ない･計 （n=152）

あなたが悩んでいた
り、うまくいっていない
ときに励ましてくれる

ある･計 （n=986）

どちらとも
いえない （n=690）

ない･計 （n=292）

あなたと意見が
異なるときに、
頭ごなしに
否定されない

ある･計 （n=911）

どちらとも
いえない （n=760）

ない･計 （n=296）

高校で何を学んで
いるのかなど、高校
での生活に関して
会話している

ある･計 （n=1042）

どちらとも
いえない （n=541）

ない･計 （n=385）

（％）
思
う
・
計

思
わ
な
い・

計思う・計 思わない・計
無回答

そう思う ややそう思う あまり思わない まったく思わない

※差がある項目のみ抜粋

人生100年時代の高校生と保護者の未来意識
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高
校
へ
の
期
待
は
多
岐
に
広
が
る
。働
く
意
義
や
将
来
の
目
標
設
定
も

　

高
校
生
に
対
す
る
教
育
に
つ
い
て
11
項

目
を
保
護
者
に
提
示
し
、「
家
庭
」「
学
校
」

「
そ
の
他
」い
ず
れ
の
役
割
で
あ
る
か
選
ん

で
も
ら
い
、回
答
を
分
類
し
た（
図
16
）。

　
「
家
庭
の
み
」の
役
割
は
、「
働
く
意
義

に
つ
い
て
教
え
る
」が
ト
ッ
プ
、以
下「
将
来

の
目
標
を
持
た
せ
る
」「
社
会
の
ル
ー
ル
を

教
え
、マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
る
」「
長
所
や
個

性
を
見
つ
け
て
伸
ば
す
」が
続
く
。い
ず
れ

も
２
０
１
５
年
に
比
べ
ス
コ
ア
は
減
少
、家

庭
だ
け
の
教
育
で
は
な
い
と
考
え
る
保
護

者
が
増
え
た
。

　
一
方
、「
学
校･

計
」（
家
庭
と
学
校+

学

校
の
み
）を
み
る
と
、「
学
力
を
つ
け
る
」が

9
割
で
最
も
高
く
、「
人
間
関
係
を
築
く

力
を
つ
け
る
」「
進
路
選
択
に
迷
っ
た
時
相

談
に
の
る
」「
勉
強
す
る
意
味
を
教
え
る
」

が
7
割
超
で
続
く
。

　

２
０
１
５
年
と
比
較
す
る
と
、「
働
く
意

義
に
つ
い
て
教
え
る
」「
将
来
の
目
標
を
持

た
せ
る
」に
つ
い
て「
学
校･

計
」の
割
合
が

5
ポ
イ
ン
ト
以
上
、「
人
間
関
係
を
築
く
力

を
持
た
せ
る
」も
同
様
に
増
加
し
て
い
る
。

学
校
に
期
待
す
る
教
育
が
多
岐
に
広
が
り

つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

７
項
目
で
高
校
へ
の
役
割
期
待
が
増
加

「
働
く
意
義
を
教
え
る
」も
６
Ｐ
増

図 16  高校生に対する役割 （保護者／各単一回答：「家庭の役割」「学校の役割」「その他の役割」回答組合せ）

未来社会を生き抜く高校生を保護者と学校はどう支援するかⅡ
保護者は学校へ何を期待しているか
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84.3 37.4

77.8 47.8

78.8 40.8

76.7 57.4

77.7 53.2

75.4 58.1

76.0 54.1

66.3 58.4

66.5 56.1

60.9 61.0

61.6 62.6

59.6 65.6

54.8 66.2

55.2 71.2

59.5 67.7

70.2 76.0

65.0 77.1

48.4 79.6

50.8 75.0

25.1 89.0

24.2  90.4

家
庭･

計 学
校･

計

働く意義について教える

将来の目標を持たせる

社会のルールを教え、
マナーを身につける

長所や個性を見つけて伸ばす

自分で進路を
切り開いていく力をつける

学ぶ習慣をつける

経済や社会の動向を伝える

勉強する意味を教える

進路選択に迷った時
相談にのる

人間関係を築く力をつける

学力をつける

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

2017年

2015年

（％）

2017年 全体　（n=1722）
2015年 全体　（n=1584）

家庭のみ 家庭と学校 学校のみ その他の
組合せ 無回答

※2017年「家庭のみ」のスコアで降順ソート
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