
1990～1997年度入学生 1998～2001年度入学生 2002～2003年度入学生 2004年度入学生 2005～2009年度入学生 2010～2013年度入学生 2014～2017年度入学生
①公認心理師の職責

②心理学概論 心理学概論
心理学概論
心理学概論A
心理学概論B

心理学概論A
心理学概論B

心理学概論A
心理学概論B

心理学１A（生理・比較・学習）
心理学１B（知覚・記憶・思考）
心理学２A（動機付け・感情・欲求）
心理学２B（発達・人格）

心理学概論A
心理学概論B

心理学概論A
心理学概論B

③臨床心理学概論
臨床心理学概論
臨床心理学基礎論

臨床心理学概論A
臨床心理学概論B

臨床心理学概論A
臨床心理学概論B

臨床心理学概論A
臨床心理学概論B

心理学３B（臨床・カウンセリング） ― ―

④心理学研究法

心理学研究法
心理学研究法１
心理学研究法２
心理学研究法演習

心理学の歴史と方法
心理学の歴史と方法A
心理学の歴史と方法B

心理学研究法A
心理学研究法B

心理学研究法A
心理学研究法B

心理学研究法
調査法A
調査法B
社会調査法

心理学研究法
調査法

心理学研究法
調査法

⑤心理学統計法 心理・教育統計法
基礎統計学
データ解析論

基礎統計学A
基礎統計学B
心理統計法A
心理統計法B

基礎統計学A
基礎統計学B
心理統計法A
心理統計法B

心理統計法 心理統計法 心理統計法

⑥心理学実験 心理学研究法実験実習
実験法基礎理論
実験法実習

心理学実験A
心理学実験B

心理学実験A
心理学実験B

心理学基礎実験 心理学基礎実験 心理学基礎実験

⑦知覚・認知心理学
認知心理学
認知心理学概論

認知心理学概論
認知心理学概論A
認知心理学概論B
感覚・知覚心理学

認知心理学概論A
認知心理学概論B
実験心理学特講３（感覚・知覚心理学）

認知心理学概論A
認知心理学概論B
実験心理学特講３（感覚・知覚心理学）

認知・行動心理学３（認知心理学）
認知心理学概論
知覚心理学

認知心理学概論
知覚心理学

⑧学習・言語心理学 脳と言語の心理学 ― 実験心理学特講１（学習心理学） 実験心理学特講１（学習心理学） 認知・行動心理学２（学習心理学）
学習心理学
思考心理学

学習心理学
思考心理学

⑨感情・人格心理学
人格発達理論
パーソナリティ理論

パーソナリティ心理学概論
パーソナリティ心理学概論A
パーソナリティ心理学概論B
パーソナリティ理論
パーソナリティ発達論

社会心理学特講１（パーソナリティ心理学） パーソナリティ心理学特講 パーソナリティ心理学 パーソナリティ心理学 パーソナリティ心理学

⑩神経・生理心理学 ―
生理心理学
神経心理学
神経心理学２

実験心理学特講２（生理心理学） 実験心理学特講２（生理心理学）
認知・行動心理学１（生理心理学）
心理支援論1B

生理心理学概論
生理心理学
心理支援論1B

生理心理学概論
生理心理学
神経心理学

⑪社会・集団・家族心理学

社会心理学
コミュニケーション論
コミュニティ心理学
グループ・ダイナミックス

社会心理学概論
社会心理学概論A
社会心理学概論B
グループ・ダイナミックス
コミュニケーション論
コミュニティ心理学

社会心理学概論A
社会心理学概論B
社会心理学特講２（グループ・ダイナミックス）
異文化間心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講２（ｺﾐｭﾆﾃｨｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

社会心理学概論A
社会心理学概論B
社会心理学特講（集団過程論）
異文化間心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講２（ｺﾐｭﾆﾃｨｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

心理学４A（総論・社会）
社会心理学１，２，４
カウンセリング心理学２（コミュニティカウンセリング）
臨床心理学３（家族心理学）

社会心理学概論
対人社会心理学
家族心理学
コミュニティ心理学
異文化間心理学

社会心理学概論
対人社会心理学
家族心理学
コミュニティ心理学
異文化間心理学

⑫発達心理学

発達心理学概論
言語発達心理学
青年発達心理学
成人・老年心理学
発達心理学１・乳幼児・児童
発達心理学２・青年
発達心理学３・成人・老年

発達心理学概論
発達心理学概論A
発達心理学概論B
児童心理学
青年心理学
老年心理学

発達心理学概論A
発達心理学概論B
発達心理学特講１～３

発達心理学概論A
発達心理学概論B
発達心理学特講１～３

生涯発達心理学１～３

発達心理学概論
生涯発達心理学（乳幼児）
生涯発達心理学（児童）
生涯発達心理学（乳幼児・児童）
生涯発達心理学（青年）
生涯発達心理学（成人・老年）

発達心理学概論
生涯発達心理学（乳幼児）
生涯発達心理学（児童）
生涯発達心理学（乳幼児・児童）
生涯発達心理学（青年）
生涯発達心理学（成人・老年）

⑬障害者（児）心理学

障害児心理学概論
精神遅滞児の認知発達
学習障害児の心理と指導
自閉症児の心理と指導
言語障害児の心理と指導
重度重複障害児の指導
障害幼児の心理と指導

障害児心理学概論
障害児心理学概論A
障害児心理学概論B
感覚・運動障害の心理と指導
知的障害の心理と指導
行動・情緒障害の心理と指導
言語障害の心理と指導
学習障害・学習困難の心理と指導
障害児教育相談とアセスメント
障害児・者と社会

障害児・者心理学概論A
障害児・者心理学概論B
障害児心理学特講１～３
障害児教育相談とアセスメント
障害児・者と社会

障害児・者心理学概論A
障害児・者心理学概論B
障害児心理学特講１～３
障害児教育相談とアセスメント
障害児・者と社会

心理学3A（教育・障害）
障害児・者心理学１～３
障害児教育相談とアセスメント
障害児・者と社会
心理支援論2A

発達と障害の臨床心理学
心理支援論2A

発達と障害の臨床心理学

⑭心理的アセスメント
人格診断学
心理検査法実習
心理測定・検査概論

臨床人格診断学 心理アセスメント特講１～２ 臨床心理学総論２（心理ｱｾｽﾒﾝﾄの理論と実際） 臨床心理学１（心理アセスメント）
心理アセスメント
心理支援論２B

心理アセスメント

⑮心理学的支援法

カウンセリング概論
カウンセリング理論
精神分析学
ユング心理学
児童臨床心理学
児童・青年臨床心理学
臨床相談の理論と実際
心理療法概論
心理療法基礎論
行動療法概論
行動療法の理論と実際

カウンセリング心理学概論
カウンセリング心理学概論A
カウンセリング心理学概論B
カウンセリングの諸理論
精神分析学
行動療法
来談者中心療法

臨床心理学特講１～３
臨床心理面接特講１～２
心理療法特講１～４
カウンセリング心理学概論A
カウンセリング心理学概論B
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの諸理論）

臨床心理学総論１（心理面接の理論と技法）
臨床心理学特講１～８
カウンセリング心理学概論A
カウンセリング心理学概論B
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの諸理論）

カウンセリング心理学５（ヒューマニスティックアプローチ）
臨床心理学２，４，５，７
心理支援論２B
心理支援論(総合)A

臨床心理学概論
精神分析学
グループアプローチ
認知行動療法
心理臨床動作学
心理支援論(総合)A

臨床心理学概論
精神分析学
グループアプローチ
認知行動療法
心理臨床動作学

㉔心理演習

学校カウンセリング実習
カウンセリング実習I
カウンセリング実習II
カウンセリング実習１
カウンセリング実習２

カウンセリング基礎理論
カウンセリング実習
学校カウンセリング基礎理論
学校カウンセリング実習

臨床心理基礎実習A
臨床心理基礎実習B
臨床心理実習A
臨床心理実習B
カウンセリング基礎実習A
カウンセリング基礎実習B
カウンセリング実習A
カウンセリング実習B

臨床心理実習A
臨床心理実習B
カウンセリング実習A
カウンセリング実習B

心理支援実習A
心理支援実習B
臨床心理実習A
臨床心理実習B
心理支援論(総合)B

臨床心理実習A
臨床心理実習B
心理支援論(総合)
心理支援論(総合)B

臨床心理実習A
臨床心理実習B

㉕心理実習（時間は問わない） ― ― ― ― ― ― ―

⑯健康・医療心理学 ― ―
健康心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講３（医療・看護ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

健康心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講３（医療・看護ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

臨床心理学６（健康心理学）
心理支援論1A

健康心理学
心理支援論１A

健康心理学

⑰福祉心理学 社会福祉学概論
社会福祉学概論
社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

社会福祉学概論A
社会福祉学概論B

―

⑱教育・学校心理学
教育心理学概論
学級臨床相談心理学
学校カウンセリング概論

教育心理学概論
教育心理学概論A
教育心理学概論B
学校カウンセリング概論
学校カウンセリング概論A
学校カウンセリング概論B
学校心理学
教育相談の理論と実際
学校コンサルテーション

教育心理学概論A
教育心理学概論B
学校カウンセリング総論
学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講1～３

教育心理学概論A
教育心理学概論B
学校カウンセリング総論
学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講1～３

教育心理学
学校心理学
カウンセリング心理学１（スクールカウンセリング）

教育心理学
学校心理学
発達臨床心理学

教育心理学
学校心理学
発達臨床心理学

⑲司法・犯罪心理学 ― 犯罪心理学
犯罪心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講５（非行・矯正ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

犯罪心理学
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講５（非行・矯正ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）

犯罪心理学
カウンセリング心理学４（非行・矯正カウンセリング）

犯罪心理学
社会病理学

犯罪心理学
社会病理学

⑳産業・組織心理学

組織心理学
産業・組織心理学
職業心理学
産業カウンセリング概論

産業カウンセリング ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講４（産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ） ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講４（産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
社会心理学3（産業・組織心理学）
カウンセリング心理学３（キャリアカウンセリング）
心理支援論３

産業・組織心理学
キャリア心理学
心理学とキャリア
心理支援論3

産業・組織心理学
キャリア心理学
心理学とキャリア

㉑人体の構造と機能及び疾病 ― 人体生理学 心身医学 心身医学 ― 心身医学 心身医学

㉒精神疾患とその治療
精神病理学概論
精神医学基礎論

精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学

㉓関係行政論 ※修める必要のある科目としない

明治学院大学での科目名
文学部心理学科の入学生 心理学部心理学科の入学生

Ⅲ 2科目以上

Ⅳ 2科目以上※１

※修める必要のある科目としない

公認心理師資格・受験に関する情報は，下記を参照してください。
・厚生労働省 公認心理師関連ページ：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
・一般財団法人公認心理師試験研修センター：https://www.jccpp.or.jp
・一般財団法人公認心理師試験研修センター 公認心理師試験サイト：https://www.jccpp.or.jp/shiken.cgi

公認心理師の科目名科目区分

明治学院大学心理学部心理学科　「公認心理師」　科目読み替え表
2018年1月10日　作成
2024年6月19日　更新

１．「明治学院大学での科目名」において複数の科目名の記載があるものについては，いずれか１つの科目の単位が修得できていれば，「公認心理師の科目名」における当該の科目を修めたと認められます。
　 　例：「⑦知覚・認知心理学」について。2014～2017年度入学生では，認知心理学概論と知覚心理学の2科目のいずれかの単位が修得できていれば，「⑦知覚・認知心理学」を修めたと認められます。
２．「明治学院大学での科目名」において複数の科目名の記載があるものについては，入学年次によって開講されていない科目が含まれている場合があります。
３．2002～2009年度入学生の科目名の一部に，正式な科目名を省略して書かれているものがあります（例えば，学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１（学校心理学）を学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１と省略）。
　　この場合でも，いずれか１つの科目の単位が修得できていれば，「公認心理師の科目名」における当該の科目を修めたと認められます。
　 　例：「⑱教育・学校心理学」について。2004年度入学生では，学校カウンセリングﾞ総論と学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１～３が記載されています。これは学校カウンセリング総論，学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講１（学校心理学），
　　　　　学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講２（教育相談の理論の実際），学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ特講３（ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｱﾌﾟﾛｰﾁ）の4科目のいずれかの科目の単位を修得していてれば，「⑱教育・学校心理学」を修めたと認められます。
４．ご自身の修得単位についは，各自でご確認をお願いします。本読み替え表に記載の科目の単位は，全て卒業までに修得しておく必要があります。
　　科目区分I～Vの全ての条件を満たさない場合は，現任者講習会の受講（附則第2条第2項）もしくは第7条1号による取得を検討してください。
５．ご質問等がある方は教務課（Tel: 03-5421-5140, E-mail: kyomu@mguad.meijigakuin.ac.jp)までお問い合わせください。お問い合わせの際には，卒業年次とお名前をお知らせください（匿名でのお問い合わせはお受けできかねます）。
６．本科目読み替え表は，今後改訂される可能性があります。定期的にご確認ください。

※1 ⑯をV群に読み替える場合は⑰～⑳から2科目以上
※2 ⑯はV群に読み替え可能。ただし、⑯はⅣ群かⅤ群のどちらかの群でしか読み替えられない。

Ⅰ 3科目以上

Ⅴ 1科目以上※2

Ⅱ 4科目以上


