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卒業生の進路はさまざまです。約3割の卒業生が、高齢者・障害者・児童な

どの社会福祉関連事業所や、福祉事務所・児童相談所などの行政機関、地域

の社会福祉協議会、病院の相談援助部門など、社会福祉分野の幅広い職種へ

進んでいます。また、金融・保険をはじめ、各産業での福祉関連部門も拡大

しており、福祉系企業も含めてさまざまな民間企業への就職も増加してい

ます。約1割が公務員に。NPO法人、中学・高校教員（特別支援学校教諭も

含む）や大学院の道へ進む人もいます。

主な就職 先 2019 - 2021年度　2022 年 5 月1日現 在

1 年次から始まる
少人数教育

将来に直結する
2 つのコースから選択

実践で専門的な学びを深める

第1群
（基礎科目）

◎社会福祉学概論A・B
ソーシャルワークの理解
福祉開発の理解

　社会福祉調査
　社会福祉史A・B
○福祉開発概論

　社会福祉の思想　

第2群
（制度・政策）

　社会保障論A・B
　社会福祉法制
　社会政策論A・B
　精神保健福祉制度論

　公的扶助論A・B
　国際社会保障論
　共生社会の法と人権

ソーシャルインクルージョンの政策
Welfare States
権利擁護と成年後見制度

第3群
（対象者理解）

　臨床心理学A・B 　精神保健A・B
　精神医学A・B

　医学知識

第4群
（方法・技術）

ソーシャルワークの基礎

○ソーシャルワーク1A
ソーシャルワーク2A
ソーシャルワーク3A
医療ソーシャルワーク論

　社会福祉運営管理論A・B ソーシャルワーク2B
ソーシャルワークの理論と方法（専門）A・B ソーシャルワーク3B
学校ソーシャルワーク論
ソーシャルワーク1B

第5群
（分野）

　障害者福祉総論
　共生社会の理解H
　児童福祉論A
　若者支援論A・B
　高齢者福祉論A
　身体障害者福祉論
　知的障害者福祉論
　精神保健福祉の原理A・B

　家庭福祉論
　女性福祉論
　地域福祉論A・B
　精神障害リハビリテーション論
　司法福祉論
　児童福祉論B

　高齢者福祉論B
　医療福祉論

コミュニティ創生論A・B
国際福祉論1・2

第6群
（特講）

　社会福祉学特講1
　社会福祉学特講2

　社会福祉学特講3
　社会福祉学特講4

　社会福祉学特講5A・5B

第7群
（実習・演習・
卒論）

アカデミックリテラシー
基礎演習

ソーシャルワーク実習指導1
福祉開発フィールドワーク
ソーシャルワーク演習1A・1B・1C
精神保健福祉援助演習1
精神保健福祉援助演習2
ボランティア実践指導
ソーシャルワーク実習1

　演習1
　社会福祉調査実習

ソーシャルワーク実習指導2
インターンシップH
精神保健福祉援助実習指導A
ソーシャルワーク特別演習1

　演習2
　精神保健福祉援助演習3

ソーシャルワーク演習2
ソーシャルワーク実習指導3
ソーシャルワーク実習2
精神保健福祉援助実習指導B・C

　精神保健福祉援助実習
ソーシャルワーク特別演習2
卒業論文

第8群
（自由科目）

　入門経済史1・2
　社会学概論
　社会福祉学のための
　日本語A・B

（※注:外国人留学生のための科目です。）

　Current Affairs A・B

　心理学概論　　　経済学概論1・2
　民法A・B　　　  病弱教育総論
　憲法A・B
　障害児・者心理学概論A・B
　障害児医学総論A・B
　特別支援教育学総論A・B
　社会学特講　　　内なる国際化論A・B

明治学院
共通科目

◎○明治学院共通科目

2年次1年次 3・4年次

社
会
学
部
｜
社
会
福
祉
学
科

科目紹介

国際福祉論１ではヨーロッパ、国際福祉論

２では開発途上国、日本の外国人に焦点を

当て、社会福祉や多文化社会について学び、

グローカルな知識と視野を身につけます。

国際福祉論１・２

障害者雇用を進める企業や、社会問題の解

決をめざす NPO 等でインターンシップを

行い、最後には研究報告を行います。共生

社会に貢献できる実践力が磨かれます。

インターンシップ

社会福祉学はSDGsの実現に貢献する学問です！

貧困の撲滅、質の高い教育、ジェンダー平等、不平等の是正、人間らしい雇用（ディーセントワーク）、平和と公正、グローバル・パートナーシップなど、SDGsの

目標やターゲットの多くが社会福祉の目標です。社会福祉学科では、こうした課題に関する知識はもちろんのこと、課題を解決するためのスキルも、理論に基づき

科学的に学んでいきます。強調したいことは、社会福祉学科での学びは教室で学習したことをフィールドで実践するという、インプットとアウトプットが連動し

た実学であるということです。社会福祉学の基軸である基本的人権の尊重は、SDGsが掲げる地球上の「誰一人取り残さない」につながっていると考えています。

　公共と市民　
　公共政策論　
　政府と企業
　行政法A・B　
　労働法1・2　
　福祉国家論A・B
　都市行政

　都政研究　
　都市社会学
　地域社会論　
　環境社会学　
　社会倫理学
　技術と人間

　NPO 論
　社会起業論 A・B　
　専門外国書講読 A・B・C・D
　Social Welfare in English
　視覚障害教育総論
　聴覚障害教育総論
　障害児・者心理学 1

　障害児・者心理学 3
　病弱者の心理・生理・病理
　障害者基礎理論
　特別支援学校教育実習

エスニシティ論
社会人類学

◎必修　○選択必修　（ 無印 ）選択　Hヘボン・キャリアデザイン・プログラム

※年次は、当該科目を履修できる最低年次を表します。　
※2023年度開講科目です。実際のカリキュラム・科目名は変更の可能性があります。　※開講科目は上記以外にもあります。詳細はシラバスまたは本学Webサイトでご確認ください。
※社会福祉士、精神保健福祉士資格取得に必要な科目設定がされています。

貧困に接近する方法と意味を議論
フィールドワークを通して「 身近な地域にある貧困 」に接近し、社

会課題としての貧困を理解します。また当事者へのインタビューを

行い、貧困や孤立に至るライフヒストリーをつかみます。さらに生

活に困窮する子どもたちやシングルマザーの現状を学び、公的支援

の役割について理解を深めます。そしてゼミでは地域の NPO や実

践家とともに、「 居場所づくり 」や食料支援の活動を企画・運営し、

孤立のないコミュニティを開発する力を身につけます。

私は社会学・社会福祉学会（通称：学内学会）に所属しており、機関誌

『Socially』の編集を担当しています。学内学会では他にも、ラジオ番組

『Social Clock』、YouTubeの『明学散歩』、ゼミサロンといった活動を行っ

ています。ラジオ番組では学生が週替わりで学内イベントやキャンパスライ

フの様子を伝えています。企画から発信まで学生同士で協力して行うことで、

主体性や協調性などを身につけることができたと実感しています。学内学会

では社会学部の学生、先生、卒業生と関わり、興味ある企画にチャレンジが可

能。この経験は大切な財産であり、将来にも必ず活きるはず。教室では学ぶこ

とのできない現場の声を聞くことで、学びが深まるのも良い所だと思います。

学内学会でさまざまな企画にチャレンジしています
2年	草間 琴美 Kusama	Kotomi

カ リ キ ュ ラ ムCurriculum

学科主任が 考える　社会福祉学科とSDGs

社会福祉学科主任　明石 留美子 教授

学生・教員・卒業生の全てが構成員の「 学内学会 」

ゼミピックアップPick up

貧困・孤立のさまざまな形を見つけ出し、
自分あるいは地域として何ができるか、何をすべきかを考えます。

福祉開発フィールドワーク（2年次）

金子 充 教授

最新情報は本学Webサイト
「就職関連データ」からご覧いただけます。 大学院進学者数	計5名
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