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＊詳しくはスライド最後をご覧ください
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学校法人河合塾 教育研究開発本部 研究顧問

（桐蔭横浜大学文部両道セミナー 予習動画より）

※本動画チャンネルは溝上が個人的に作成・提供するものです。
※公益財団法人電通育英会の助成を受けて行われています。
※本動画では字幕を付けていませんので、必要な方は「設定」で「字幕オン」にしてご利用ください。
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思考（thinking）とは、情報処理プロセスにおいて働
く認知機能の1つであり、ある状態を作り出す働き、
ないしはそれに向かうプロセスを指すものである

認知機能
①感覚・知覚
②記憶（知識）
③思考
④言語
⑤注意

・溝上慎一 (2023). インサイドアウト思考－創造的思考から個性的な学習・ライフの構築へ— 東信堂

[

文

献]

12月セミナー資料
をアップデート

（とくに
「選択的注意」）
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・ヴィットゲンシュタイン『論理哲学論考』
言語に属する命題は思考の知覚可能な表現であり、思考は事実
の論理像である。
※「言語論的転回」（R. ローティ, 1967年）

なぜ“言葉”が“思考力”を高めるのか？

ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン
（1989-1951）・ガードナー『認知革命』

言語を世界に関係付ける仕方は言語の数だけあり、論理的
構文論も言語システムの数だけあるのである。

・ヴィトゲンシュタイン (1975). 論理哲学論考他 (ヴィトゲンシュタイン全集1). 大修館書店

[

文

献] ・ガードナー, H.(著) 佐伯胖・海保博之 (監訳) (1987). 認知革命－知の科学の誕生と展開－ 産業図書

（＝言語）



「この手術は全部で○手。難しい手術というのは、ステップが多いだけ。１つ１つほぐして
解決していけば、手術は成功する」

YouTube動画
「スーパードクター 大木隆」
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問題の状態と期待される解決の状態との間にズレがあり、
その二つの状態が一致することを目指した思考

問題解決
problem solving

12月セミナー資料
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記憶の構造

視覚

聴覚

触覚

手続き的記憶
一連の手続きに関する記憶
ex.「まず、車のエンジンをかけて…」

平叙記憶
言葉によって記述できる事実についての記憶

ex. 買い物を終えてスーパーを出て「車
をどこに駐車したか」という事実につ
いての記憶

短期記憶感覚記憶 長期記憶

Declarative memory（宣言的記憶）

ex. 真ん中に駐車すると見つけるのに苦

労した経験があるので、最近は端っこに
駐車するようにしている

ex. 「紙は木でできている」

エピソード記憶

意味記憶

視覚

嗅覚

味覚

聴覚

触覚

短期記憶

意味記憶

ここでいう「（長期）記憶」は
≒「言葉」「知識」と置き換えられる
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Groupwork

覚えないといけない漢字、用語、名前などありますよね。それを
どのようにして覚えていきますか？

（レジュメの空いているところに1min+議論2min）

12月セミナー資料
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ルビンの杯

（おまけ）ものや事の認知は知識やエピソードなどの記憶
（知識）の想起なしには成立しない

小谷津孝明 (2011). ＜こころ＞で視る・知る・理解する－認知心理学入門－ 左右社

[
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献]
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