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 Ｚ会進学教室 葛⻄通信 １⽉号 
 葛⻄教室に通う本科⽣の皆さんは、以下の四点を⼼がけるようにしましょう。 

 １ 進学塾に通う中学⽣としての⾃覚を持つこと。 
 ２ 信頼の⼟台となるあいさつをきちんとすること。 
 ３ 書くことを⼤切にし、ノートをしっかりとること。 
 ４ ⾃習室を上⼿に利⽤し、⾃分で考えてもわからないことは遠慮なく先⽣に質問すること。 

   
    葛⻄教室の先⽣の声をお伝えします。 

              
               「社会科は暗記物︖」 

                
                                    社会 飯⽥敏雄先⽣  

    よく⾔われる事ですが、社会科は暗記科⽬と⾔われてい 

 ますが、その通りでしょうか。 

  確かに⼀⾯においては、それは否めないと思います。特 

 に導⼊部では必要であると思います。地理でいえば、世界 

 地図において各⼤陸の位置や主要な緯線・経線の位置。主 

 な気候帯の分布など。⽇本地理においては、47都道府県の位置・名称・県庁所在地（特に県名 

 と異なる地名）各地⽅の主要な⼭地・⼭脈・河川・湖沼・平野などは最低限覚えておいてほし 

 いところです。歴史でいえば、⽇本史の各時代の名称とその時代の特⾊など。公⺠では憲法が 

 規定する⼈権の区分や国会と内閣の役割分担などです。 

  ただ導⼊部で覚えることが必要なの 

 は、すべての科⽬に共通していると思 

 います。国語でいえば、⾔葉の意味や 

 漢字など。英語でいえば、英単語の意 

 味やスペルなど。数学でいえば、公式 

 や定理などという様に覚えておく必要 

 があり、そこをスタートにして応⽤・ 

 発展させてゆくのだと思います。 
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  社会は3分野あるので、どうしても最低限覚えておいてほしい部分が多くなります。では、全てが暗 

 記かというと、そうではないといえます。社会科の本質は、⾃分で調べたりそれを元に考えてみるこ 

 とが本質だと思います。 

  例えば、地理では実際に現地に⾏き調べることをフィー 

 ルド・ワークと呼び、地理の重要な要素です。勿論、受験 

 ⽣には、そのような時間的余裕はありませんし、まして現 

 在コロナという感染が拡がっている時期にそれは無理で 

 す。ただ図書館などで、⾃分が興味を持った国・地域など 

 の図書を借りて調べたり、インターネットを使って調べる 

 ことはできます。そういった点が勉強の⾯⽩いところで 

 す。 

  私の場合を例にすると、⼩学⽣の頃から歴史に興味があ 

 り、⾊々な本で調べたり、遺跡を⾒に⾏ったりした事があ 

 ります。勿論、それが成績向上にすぐつながるわけではな 

 いし、それを⽬的にした訳でもなく、純粋に興味があり、 

 調べてみたいという思いでした。それが⾼じて、⼤学・⼤学院では⽇本史を専⾨とする学部・学科に 

 進み、そこで、更に専⾨的⼿法を学びました。 

  このような導⼊においては、覚えることが多い訳ですが、それを⼟台にして、応⽤・発展させてゆ 

 く事が重要だと思います。 

  ただ受験という点に絞れば、やはり基本的 

 な部分は暗記の要素が多くあるのは事実で 

 す。それらに関しては、やはり反復学習によ 

 り知識を定着させる必要があるといえます。 

 ただ近年の問題は、その基本事項をふまえ 

 て、その知識を応⽤させて答えさせる問題も 

 増えています。更に4年後の⼤学⼊試になる 

 と、更にそのような問題が、特に難関校とい 

 われる⼤学や学部で多くなるので、今のうち 

                          にそういった⼒を養ってほしいと思います。 

 2 



  話が最初にもどりますが、社会科は暗記物という点は⼀⾯において紛れもない事実ですがそれだけ 

 ではない⾯もあるという事を頭の隅に置いといてもらえるといいと思います。 

  それでは受験⽣の皆さん、もう⼀度、基本事項の⾒直しをしっかりやっておきましょう。最後に古 

 い⽂章の⼀節を紹介して終わりにします。少し難しいところもありますが、吟味して下さい。 

               う                          

  「学問は、ただ年⽉⻑く倦まずおこたらずして、はげみつとむる 

 かんよう                                                    

 ぞ肝要にて、学びようは、いかようにてもよかるべく、さのみかか 

                       おこた 

 はるまじきこと也。いかほど学びかたよくても怠りてつとめざれ 

 ば、功はなし。〈仮名使いを⼀部改変〉 

                  本居宣⻑『うひ⼭ふみ』より 

                     「フィールド・ワーク」とは︖ 

  辞書やインターネットで「フィールド・ワーク」と調べて意味をまとめてみると、『ある調査対象 

 について学術研究をする際に、そのテーマに即した場所（現地）を実際に訪れ、その対象を直接観察 

 し、関係者には聞き取り調査やアンケート調査を⾏い、そして現地での史料・資料の採取を⾏うな 

 ど、学術的に客観的な成果を挙げるための調査技法』となります。 

  ⼤学で専⾨的な学問を学ぶと、フィールド・ワークを⽤いて研究をすることがあるでしょう。⼈⽂ 

 科学では社会学、⺠俗学、歴史学、考古学、⼈⽂地理学など。そして⾃然科学では地質学、古⽣物 

 学、地形学、⾃然地理学、⽣態学、動物⾏動学など。 

  机上の学問だけで完結させるのではなく、実際に研究 

 の対象となる場に赴いたり、現地の⼈々にアンケートを 

 取ったりして、より実践的で客観的な成果を求めるため 

 の、⼀つの研究⼿段です。 

  学校で社会科⾒学ということで様々な場所を訪れたこ 

 とはありませんか。あれも⽴派なフィールド・ワークの 

 １つです。案外⾝近な物ですね。 
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