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科学研究費補助金（学術研究助成基金助成金）が
交付された研究を紹介します。 研究

レポート

　
子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
周
り
の
世
界
を

認
識
す
る
仕
方
は
重
要
な
事
で
す
。
た
だ
見

る
だ
け
で
は
対
象
物
が
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う

な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
手
を

使
っ
て
ひ
っ
く
り
返
す
、
大
き
な
対
象
物
な

ら
自
ら
移
動
し
て
回
り
込
ん
で
の
ぞ
い
て
み

る
、
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
目
を
は
じ
め

と
す
る
感
覚
諸
器
官
は
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か

ら
の
情
報
し
か
得
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
乳
幼
児
期
で
は
対
象
へ
の
か
か
わ

り
を
十
分
に
取
れ
る
よ
う
に
、
対
象
に
な
ん

ら
か
の
探
索
的
か
つ
能
動
的
な
行
為（action)

を
起
こ
そ
う
と
し
ま
す
。
こ
う
な
る
と
い
う

予
期
に
基
づ
き
状
態
を
変
え
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
の
予
期
と
行
為
の

結
果
と
の
一
致
不
一
致
か
ら
、
格
段
に
認
識

が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て

能
動
的
な
空
間
行
動
に
よ
り
対
象
の
性
質
や

構
造
そ
し
て
自
分
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
の

多
く
の
情
報
を
得
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
対
象
に
か
か
わ
る
能
動
的
な
行
動
を
起

こ
す
こ
と
で
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
自
分
と

対
象
と
の
関
係
や
対
象
間
の
関
係
が
発
達
と

と
も
に
わ
か
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
認
識
を

成
立
さ
せ
る
た
め
に
自
分
自
身
の
身
体
の
あ

り
方
が
大
変
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま

す
。
傾
い
た
対
象
を
比
較
し
て
同
じ
か
異
な

る
か
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で

は
、
重
ね
合
わ
せ
る
な
ど
の
操
作
を
何
ら
か

の
方
法
で
行
い
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
対
象
そ
の
も
の
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
、
頭
の
中
で
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
を

浮
か
べ
て
、
次
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
換
し

て
い
く
作
業
が
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
十
分

に
イ
メ
ー
ジ
を
操
作
で
き
な
い
年
齢
の
低
い

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
身
体
を
用
い
て
イ

メ
ー
ジ
を
運
ぼ
う
と
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
身
体
利
用
に
は
様
々
な
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
身
体
に
イ

メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
乗
せ
、
対
象
の
側
を
変

え
よ
う
と
す
る
場
合
と
、
身
体
そ
の
も
の
を

対
象
に
合
わ
せ
よ
う
と
自
分
の
側
を
変
え
る

場
合
の
2
種
類
に
分
か
れ
る
よ
う
で
す
。
こ

れ
ま
で
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
絵
の
よ
う
な
も

の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
運

動
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
多

数
の
研
究
結
果
で
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
そ
の
運
動
要
因
を
担
う
の
は
ま
さ
し
く

身
体
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
身
体
利
用

は
イ
メ
ー
ジ
研
究
に
と
り
重
要
な
領
域
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
文
部
科
学
省
の
科
学
研
究
費
で
あ
る
挑
戦

的
萌
芽
研
究
に
は
、
新
し
い
原
理
の
発
展
や
斬

新
な
着
想
や
方
法
論
の
提
案
を
行
う
も
の
で

あ
る
点
、
ま
た
は
成
功
し
た
場
合
に
卓
越
し

た
成
果
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
点
等
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
身
体
、
特
に

手
を
用
い
て
そ
こ
に
イ
メ
ー
ジ
を
乗
せ
て
変

化
さ
せ
て
い
く「
ひ
き
う
つ
し(H

ikiutsushi)

」

と
命
名
し
た
、
イ
メ
ー
ジ
の
身
体
利
用
が
ど

の
よ
う
な
条
件
下
で
生
じ
る
の
か
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
機
能
が
関
連
し
合
う
の
か
は
ま
だ

十
分
に
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
は
道
具

を
使
う
動
物
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
ひ
き
う
つ
し
の
解

明
は
人
の
本
質
の
起
源
に
迫
る
も
の
が
あ
る

と
い
え
ま
す
。
対
象
操
作
が
ど
の
よ
う
に
な

さ
れ
る
か
、
手
の
空
間
座
標
の
変
化
や
活
動

性
な
ど
を
指
標
に
検
討
し
て
い
く
予
定
で
す
。

幼
児
期
か
ら
児
童
期
に
か
け
て
の
対
象
操
作
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
連
　

（
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芽
研
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