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意識状態の変容と脳内ネットワーク

意
識
状
態
の
変
容
と
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

弘
光
　

健
太
郎

私
た
ち
の
意
識
は
、
た
と
え
ば
起
き
て
い
る
と
き
の
よ
う
な
覚
醒
状
態
、
眠
っ
て
い
る
と
き
の
よ
う
な
睡
眠
状
態
、
何
か
に
集
中
し
て

い
る
と
き
、
あ
る
い
は
集
中
が
途
切
れ
て
散
漫
に
な
っ
て
い
る
と
き
な
ど
様
々
な
状
態
が
移
り
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な

意
識
の
状
態
が
あ
る
一
方
で
、
瞑
想
中
の
意
識
状
態
や
解
離
な
ど
の
精
神
疾
患
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
異
的
な
意
識
の
状
態
も
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
特
異
的
な
意
識
状
態
は
、
変
性
意
識
状
態
と
呼
ば
れ
、
人
為
的
、
自
発
的
と
を
問
わ
ず
、
心
理
的
・
生
理
的
・
薬
物
的
な
ど

の
方
法
に
よ
っ
て
生
起
し
た
状
態
で
あ
っ
て
、
正
常
の
覚
醒
状
態
に
比
べ
て
心
理
的
機
能
や
主
観
的
経
験
に
お
け
る
著
し
い
異
常
性
や
変

容
を
特
徴
と
し
、
な
お
か
つ
、
体
験
者
自
身
が
主
観
的
に
そ
の
状
態
を
認
識
で
き
る
状
態
と
さ
れ
て
い
る
︵
斉
藤
︐1981

︶
。
こ
の
変
性
意

識
状
態
に
つ
い
て
は
、
坐
禅
や
ヨ
ー
ガ
な
ど
の
瞑
想
法
に
よ
っ
て
到
達
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
良
い
﹂
意
識
状
態
が
あ
る
一
方
で
、
解
離
な
ど

に
見
ら
れ
る
現
実
か
ら
分
離
し
た
感
覚
や
体
外
離
脱
体
験
を
伴
う
、
い
わ
ゆ
る
﹁
悪
い
﹂
意
識
状
態
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
意

識
状
態
に
お
い
て
も
、
近
年
の
研
究
か
ら
脳
の
機
能
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
変
性
意
識
状

態
と
脳
と
の
関
連
を
概
観
し
つ
つ
、
同
時
に
身
体
内
部
の
感
覚
と
の
関
連
を
見
な
が
ら
、
瞑
想
中
の
意
識
状
態
と
脳
状
態
の
関
連
を
ネ
ッ
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ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら
調
べ
た
研
究
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
、
脳
の
障
害
に
よ
っ
て
意
識
状
態
に
変
容
を
来
し
た
症
例
に
つ
い
て
見
な
が
ら
、
脳
機
能
と
変
性
意
識
状
態
と
の
関
連
を
見
て
い

く
。
患
者
は
48
歳
、
右
手
利
き
の
女
性
で
、
記
憶
障
害
を
主
訴
に
近
医
を
受
診
し
た
。
脳
画
像
検
査
の
結
果
、
脳
の
左
半
球
の
後
部
帯
状

回
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
腫
瘍
性
の
病
変
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
開
頭
手
術
が
行
わ
れ
た
。
患
者
が
示
し
た
意

識
状
態
の
変
容
は
、
い
わ
ゆ
る
体
外
離
脱
体
験
で
あ
り
、﹁
私
は
私
自
身
の
身
体
を
目
の
前
に
し
て
そ
の
後
ろ
か
ら
見
て
い
る
ん
で
す
。﹂

と
そ
の
意
識
状
態
を
報
告
し
て
い
る
︵Hirom

itsu et al., 2020

︶
。
患
者
は
、
腫
瘍
摘
出
前
の
約
1
ヶ
月
の
間
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
数
回

体
外
離
脱
体
験
を
経
験
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
以
前
お
よ
び
腫
瘍
摘
出
後
に
そ
の
よ
う
な
体
験
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
経
験
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
っ
た
際
、
患
者
は
詳
細
に
そ
の
様
子
を
述
べ
た
。
ま
ず
日
常
生
活
に
お
い
て
、
気
づ
く
と

自
分
の
︵
物
理
的
︶
身
体
を
少
し
斜
め
上
か
ら
見
て
い
る
状
態
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
に
い
る
自
分
の
身
体
は
動
い
て

い
る
が
、
後
ろ
の
自
分
は
動
け
な
い
。
そ
し
て
、
後
ろ
に
い
る
の
が
自
分
で
あ
る
が
︵
本
体
／
考
え
て
い
る
私
︶
、
同
時
に
目
の
前
で
動
い
て

い
る
の
も
自
分
で
あ
る
と
わ
か
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
﹁
私
﹂
と
い
う
意
識
が
物
理
的
な
自
己
身
体
か
ら
遊
離
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
状
態
は
、
意
識
と
い
う
も
の
が
魂
の
よ
う
な
何
か
で
あ
る
と
い
う
オ
カ
ル
ト
的
な
思
想
を
焚
き
つ
け
る
一
方
で
、
腫
瘍
と
い
う

脳
の
障
害
に
よ
っ
て
、
不
可
分
で
あ
る
は
ず
の
自
己
と
身
体
の
同
一
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
、
科
学
的
に
重
要
な
知
見
を
提
供
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
脳
の
腫
瘍
を
取
り
除
く
手
術
を
施
行
し
た
後
で
は
、
体
外
離
脱
は
起
こ
ら
な
く
な
っ
た
。
実
際
、

体
外
離
脱
体
験
の
よ
う
な
意
識
状
態
の
変
容
は
、
脳
の
障
害
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
、
本
邦
に
限
ら
ず
世
界
的
に
報
告
さ
れ

て
い
る
︵
た
と
え
ば
、Blanke et al., 2004

︶
。
体
外
離
脱
体
験
の
よ
う
な
意
識
状
態
の
変
容
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
症
例
に
お
い
て
は
、
脳
の

側
頭
頭
頂
接
合
部
と
い
う
領
域
に
損
傷
が
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
先
に
紹
介
し
た
症
例
の
損
傷
領
域
は
後
部
帯
状
回
で
あ
る
が
、
こ
の
領

域
は
側
頭
頭
頂
接
合
部
と
解
剖
学
的
に
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
。
こ
の
側
頭
頭
頂
接
合
部
と
い
う
領
域
は
様
々
な
感
覚
入
力
の
統
合
を
行

っ
て
い
る
領
域
で
あ
り
、
そ
の
統
合
が
阻
害
さ
れ
た
結
果
、
視
覚
情
報
や
聴
覚
情
報
な
ど
に
よ
っ
て
自
分
が
こ
の
世
界
︵
空
間
︶
内
の
ど
こ
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に
い
る
の
か
が
曖
昧
と
な
り
、
体
外
離
脱
体
験
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵Blanke et al., 2004

︶
。
こ
の
よ
う
に
、
脳
機
能

が
私
た
ち
の
意
識
状
態
に
つ
い
て
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
可
能
性
が
伺
い
知
れ
る
。

ま
た
、
私
た
ち
の
意
識
状
態
は
、
身
体
に
お
け
る
感
覚
入
力
か
ら
も
影
響
を
受
け
る
。
様
々
な
身
体
へ
の
感
覚
入
力
が
意
識
状
態
に
寄

与
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
そ
の
変
容
を
捉
え
る
場
合
、
古
典
的
な
心
理
学
の
実
験
で
あ
る
感
覚
遮
断
実
験
の
報
告
も
意
識
状
態
の
変
容

を
考
え
る
上
で
有
用
な
知
見
を
提
供
す
る
。
感
覚
遮
断
実
験
で
は
、
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
な
ど
の
感
覚
入
力
を
数
日
間
制
限
す
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
健
常
者
で
あ
っ
て
も
、
時
間
や
空
間
の
感
覚
や
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
感
覚
が
失
わ
れ
て
世
界
と
の
一
体
感

が
生
じ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
に
よ
っ
て
は
、
妄
想
や
幻
覚
あ
る
い
は
体
外
離
脱
体
験
と
い
っ
た
意
識
状
態
の
変
容

が
生
じ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
︵Heron, 1957

︶
。
本
来
で
あ
れ
ば
外
界
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
注
意
や
事
象
に
対
す
る
予
測

が
、
感
覚
入
力
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
部
に
対
し
て
の
み
向
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
通
常
時
と
は
異
な
る
意
識
的
体
験

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
心
理
学
の
分
野
で
は
一
般
的
に
、
こ
の
よ
う
な
意
識
状
態
の
変
容
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
私
た

ち
が
通
常
経
験
す
る
外
界
か
ら
の
感
覚
入
力
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
瞑
想
に
お
け
る
世
界
と
の
一
体
感

や
無
我
の
境
地
、
瞑
想
修
行
者
が
経
験
す
る
妄
想
や
幻
覚
と
い
っ
た
負
の
側
面
と
類
似
す
る
点
も
一
考
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ

外
界
か
ら
の
感
覚
入
力
を
断
つ
と
い
う
こ
と
が
瞑
想
の
意
識
状
態
と
類
似
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
点
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
感
覚
遮
断
実
験
で
は
、
外
界
か
ら
の
感
覚
入
力
を
断
つ
こ
と
で
、
自
ず
と
身
体
の
内
部
の
感
覚
、
す
な
わ
ち
呼
吸

や
内
臓
の
感
覚
に
意
識
が
向
く
よ
う
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
た
と
え
ば
瞑
想
の
数
息
観
に
お
い
て
は
、﹁
端
坐
し
て
身
体
と
心
と
呼
吸
を

整
え
る
﹂
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
内
部
の
感
覚
や
呼
吸
の
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
そ
の
導
入
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
両
者
に
は
身
体
内
部
の
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
共
通
し
て
お
り
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
呼
吸
や
心
拍
、
内
臓
な
ど
の
身
体
内

部
の
感
覚
は
内
受
容
感
覚
と
呼
ば
れ
る
。
普
段
、
こ
の
内
受
容
感
覚
に
対
し
て
意
識
を
向
け
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
注
意
を
払
え
ば
自
分

の
心
拍
、
呼
吸
、
内
臓
な
ど
の
状
態
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
瞑
想
の
観
点
か
ら
内
受
容
感
覚
に
つ
い
て
調
べ
た
研
究
は
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多
く
、
実
際
に
、
瞑
想
の
訓
練
を
行
う
と
内
受
容
感
覚
の
感
度
が
良
く
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
定
の
時
間
内
で
自
分

の
心
拍
が
い
く
つ
あ
っ
た
か
を
答
え
る
課
題
に
お
い
て
、
心
拍
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
精
度
が
、
9
ヶ
月
の
瞑
想
訓
練
を
行
う
こ
と
で
次
第
に

上
昇
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︵Bornem

ann &
 Singer, 2017

︶
。
同
様
に
、
自
分
の
呼
吸
の
強
さ
を
レ
バ
ー
の
動
き
で
回
答
す
る
課
題

を
行
わ
せ
た
研
究
で
は
、
瞑
想
経
験
者
の
方
が
非
経
験
者
に
比
べ
て
自
分
の
呼
吸
の
状
態
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
︵Daubenm

ier et al., 2013

︶
。
瞑
想
中
の
意
識
状
態
の
内
実
に
ま
で
迫
る
研
究
は
ま
だ
多
く
な
い
が
、
少
な
く
と
も
身
体
内
部
の

感
覚
で
あ
る
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
と
瞑
想
中
の
意
識
状
態
に
は
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
心
拍
や
呼
吸
と
い
っ
た
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
た
と
き
と
、
瞑
想
を
し
て
い
る
と
き

の
意
識
状
態
が
ど
の
程
度
類
似
し
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
脳
の
状
態
が
ど
れ
く
ら
い
似
て
い
る
の
か
を
調
べ
る

パ
イ
ロ
ッ
ト
実
験
を
行
っ
た
の
で
紹
介
し
た
い
︵
今
水
・
浅
井
・
弘
光
︐2021

︶
。
ヒ
ト
の
意
識
状
態
の
中
身
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
非
常

に
困
難
で
あ
る
一
方
で
、
先
に
見
た
よ
う
に
意
識
状
態
と
脳
機
能
と
の
関
連
に
基
づ
い
て
、
脳
の
状
態
か
ら
意
識
状
態
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
背
景
に
は
、
意
識
や
心
的
機
能
が
脳
に
還
元
で
き
る
と
考
え
る

立
場
が
あ
り
、
意
識
状
態
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
脳
を
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
状
態
の
変
容
を
捉
え
た
い
と
い
う
動
機
が
あ

る
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
実
験
は
、
脳
の
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
指
標
と
し
て
、
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
て
い
る

と
き
と
瞑
想
を
し
て
い
る
と
き
の
状
態
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
脳
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
そ
も
そ
も
、
脳
の
中

の
神
経
細
胞
が
情
報
伝
達
を
行
い
な
が
ら
巨
大
な
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
し
か
し
従
来
は
、
た
と

え
ば
視
覚
や
運
動
な
ど
の
基
本
的
な
脳
機
能
だ
け
で
な
く
、
注
意
や
実
行
機
能
と
い
っ
た
高
次
脳
機
能
に
お
い
て
も
単
一
の
領
域
が
担
っ

て
い
る
と
い
う
機
能
局
在
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
19
世
紀
前
半
に
流
行
し
た
フ
ラ
ン
ツ
・
ガ
ル
の
骨
相
学
に
端

を
発
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
ブ
ロ
ー
カ
に
よ
る
発
話
の
中
枢
の
発
見
、
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
に
よ
る
言
語
理
解
の
中
枢
の
発
見
と
続
き
、
そ
の

礎
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
き
た
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
局
在
の
考
え
方
は
現
代
に
お
け
る
M
R
I
を
用
い
た
機
能
マ
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ッ
ピ
ン
グ
研
究
に
引
き
継
が
れ
︵
た
と
え
ば
、Kanwisher et al., 1997

︶
、
多
く
の
成
果
を
残
し
て
き
た
。
実
際
、
瞑
想
と
関
連
す
る
脳
領
域

に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
前
部
帯
状
皮
質
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
者
で
強
く
活
動
し
、
島
皮
質
は
M
B
S
R
と
い
う
瞑
想
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
な
ど
を
行
っ
た
後
に
呼
吸
に
注
意
を
向
け
る
と
脳
の
前
部
と
の
結
合
が
強
く
な
り
、
扁
桃
体
な
ど
の
情
動
に
関
連
す
る
領
域
の
活

動
は
瞑
想
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
後
に
低
下
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︵Tang et al., 2015

︶
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
領
域
と
特
定
の
機
能
と
を
対

応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
領
域
が
瞑
想
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
一
方
で
、
ど
の
領
域
が
最
も
瞑
想

に
寄
与
し
て
い
る
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
中
核
的
な
領
域
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
は
機
能
と
領
域
が
一
対
一
で
な
く
、
多
対
多

で
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
機
能
局
在
と
呼
ば
れ
て
き
た
単
一

の
領
域
だ
け
か
ら
機
能
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
複
数
領
域
か
ら
機
能
を
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
何
か
に
注
意
を
向
け
る
と
い
っ
た
機
能

は
単
一
の
領
域
で
な
く
、
脳
の
表
面
と
深
部
を
含
ん
だ
複
数
の
領
域
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

︵
石
合
︐2017

︶
。
実
際
の
臨
床
現
場
で
は
、
教
科
書
的
に
は
こ
の
障
害
が
起
こ
る
べ
き
と
い
う
領
域
の
損
傷
に
お
い
て
も
、
全
く
異
な
っ
た

症
状
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
間
々
あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
脳
機
能
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
こ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
て
脳
は
様
々
な
機
能
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
か
ら
脳
の
中
に
複
数
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
視
覚
、
聴
覚
、
運
動
な
ど
の
基
礎
的
な
機
能
に
特
化
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
外
部
世
界
に
対
し
て
積
極
的
に
注
意
を
向
け
る
と
き
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
注
意
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
体
の
状
態

や
外
界
の
顕
著
な
刺
激
を
見
つ
け
出
す
顕
著
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、
人
間
の
脳
の
中
に
は
10
〜
20
く
ら
い
の
大
規
模
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
脳
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
も
瞑
想
と
関
係
が
深
い
と
言
わ
れ
る
の
が
﹁
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
﹂
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
何
か
課
題
を
行
っ
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
安
静
に
し
て
い
る
と
き
の
方
が

良
く
活
動
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
複
数
の
脳
の
領
域
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
領
域
は
主
に
、



― 58 ―

前
頭
前
皮
質
や
後
部
帯
状
回
、
頭
頂
葉
の
後
部
で
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
レ
イ
ク
ル
ら
に
よ
る
ポ
ジ
ト
ロ
ン
断
層
法
︵
P
E
T
︶
を
用

い
た
報
告
に
お
い
て
、
安
静
時
に
特
有
の
脳
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
1
つ
と
し
て
﹁
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と

命
名
さ
れ
て
以
来
︵Raichle et al., 2001

︶
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
見
ら
れ
る
上
記
の
脳
領
域
は
、
解
剖
学
的
に
も
機

能
的
に
も
、
互
い
に
密
接
に
結
合
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た
。
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
将
来
や
過
去
の
こ
と
を
考
え
る
、
瞑
想
・
内
省
す
る
、
予
期
で
き
な
い
事
態
に
備
え
る
な
ど
、
外
界
の
刺
激
に
注
意
を
向
け
て
い
る

と
き
よ
り
も
、
自
己
関
連
の
処
理
や
自
己
の
内
面
を
意
識
す
る
と
き
に
活
動
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
内
面
に
意
識
を
向
け
る

と
き
に
活
動
す
る
こ
と
か
ら
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
瞑
想
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
瞑
想
経
験
者
と
非

経
験
者
を
比
較
し
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
瞑
想
経
験
者
の
方
が
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
含
ま
れ
る
領
域
の
活
動

は
低
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︵Brewer et al., 2011

︶
。
一
方
で
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
、

脳
の
機
能
的
な
結
合
性
︵
脳
活
動
の
時
間
相
関
︶
を
調
べ
る
と
、
瞑
想
の
経
験
者
の
方
が
非
経
験
者
よ
り
結
合
性
が
上
昇
し
て
い
る
領
域
同

士
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
も
中
心
的
な
役
割
を
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
、
後
部
帯
状
皮
質
と
前
頭
前
皮
質
の
結
合
性
の
上
昇
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
瞑
想
経
験
者
に
お
い
て
デ
フ
ォ

ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
領
域
の
繫
が
り
が
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
自
己
の
内
面
に
意
識
を
向
け
る
と

い
う
瞑
想
と
い
う
行
為
が
脳
内
の
特
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
結
合
性
を
変
化
さ
せ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

少
し
前
置
き
が
長
く
な
る
が
、
実
験
内
容
に
つ
い
て
記
述
す
る
前
に
、
脳
内
の
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
調

べ
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
い
ま
紹
介
し
た
よ
う
な
脳
内
の
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
主
に
機
能
的
磁
気
共

鳴
画
像
法
︵functional M

agnetic Resonance Im
aging; fM

RI

︶
を
用
い
て
調
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
方
法
で
は
、
f
M
R
I
の
高
い

空
間
解
像
度
を
利
用
し
て
脳
の
各
領
域
の
活
動
の
時
間
的
な
変
動
を
調
べ
る
こ
と
で
、
一
定
程
度
の
つ
な
が
り
の
あ
る
領
域
同
士
︵
す
な
わ

ち
脳
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︶
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
f
M
R
I
を
用
い
た
基
本
的
な
機
能
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
調
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べ
方
を
説
明
す
る
。
通
常
、
脳
の
機
能
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
調
べ
る
と
き
に
は
、
実
験
参
加
者
に

M
R
I

装
置
の
中
で
5
〜
10
分
間
安
静
に
し
て
も
ら
う
こ
と
が
多
い
。
実
験
に
よ
っ
て
は
、
何

か
課
題
を
行
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
動
画
を
見
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

安
静
時
や
課
題
時
に
脳
全
体
の
血
流
画
像
を
f
M
R
I
で
計
測
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら

れ
た
画
像
か
ら
脳
の
様
々
な
領
域
の
血
流
の
時
間
変
動
を
調
べ
る
。
そ
の
上
で
領
域
ご
と
の
時

間
変
動
を
2
つ
ず
つ
組
に
し
て
変
動
の
類
似
性
︵
時
間
相
関
︶
を
求
め
る
。
同
じ
よ
う
な
時
間
変

動
︵
正
の
相
関
︶
を
し
て
い
る
領
域
同
士
は
互
い
に
密
に
繫
が
っ
て
い
る
が
、
互
い
に
無
関
係
な

時
間
変
動
︵
無
相
関
︶
を
し
て
い
る
領
域
同
士
は
繫
が
り
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
方
の
領
域
の
活
動
が
上
が
れ
ば
他
方
の
領
域
の
活
動
が
下
が
る
よ
う
な
︵
負
の
相
関
︶

領
域
同
士
は
、
互
い
に
抑
制
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
今
水
︐2017

︶
。
脳
全
体
に
お

け
る
各
2
領
域
の
相
関
は
、
そ
の
す
べ
て
の
組
み
合
わ
せ
を
表
現
し
た
結
合
パ
タ
ー
ン
︵
相
関

行
列
︶
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
結
合
パ
タ
ー
ン
は
、
人
間
で
あ
れ
ば
基
本

的
な
パ
タ
ー
ン
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
一
方
で
、
個
人
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
う
こ
と
も
分
か
っ

て
お
り
、
指
紋
と
同
じ
よ
う
に
個
人
を
特
定
で
き
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

︵Finn et al., 2015

︶
。
こ
の
よ
う
な
脳
の
機
能
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
パ
タ
ー
ン
は
、
遺
伝
で
大
ま

か
な
構
造
が
決
ま
り
経
験
と
と
も
に
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
個
人
の
特
徴
が
分
か
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
安
静
時
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
パ
タ
ー
ン
を
調
べ
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
精
神
疾
患
︵
た
と
え
ば
、
う
つ
病
︶
か
そ
う
で

な
い
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵Siddiqi et al., 2021; Yam

ashita et al., 2020

︶
。

図1　脳内ネットワーク解析手順の概要
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こ
の
よ
う
な
方
法
論
の
も
と
、
私
た
ち
は
実
験
協
力
者
と
し
て
、
瞑
想
経
験
者
１
名
︵
65
歳
・
男
性
・
右
手
利
き
︶
の
脳
活
動
を
f
M
R
I

に
よ
り
計
測
し
た
。
協
力
者
は
、
約
30
年
前
に
ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
を
正
式
に
習
い
、
以
後
、
主
に
呼
吸
法
を
中
心
に
瞑
想
を
続
け
て
い
る
方

で
、
日
常
生
活
の
中
で
心
身
の
乱
れ
を
感
じ
た
と
き
、
そ
の
都
度
、
瞑
想
を
行
っ
て
い
る
方
で
あ
っ
た
。
ま
ず
協
力
者
に
M
R
I

装
置
の

中
で
6
分
間
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
も
ら
っ
た
︵
安
静
条
件
︶
。
次
に
、
普
段
の
通
り
に
瞑
想
を
6
分
間
︵
瞑
想
条
件
︶
、
さ
ら
に
、
内
受
容
感
覚

に
注
意
を
向
け
る
条
件
と
し
て
、
自
分
の
呼
吸
を
数
え
る
こ
と
︵
呼
吸
カ
ウ
ン
ト
条
件
︶
と
心
拍
を
数
え
る
こ
と
︵
心
拍
カ
ウ
ン
ト
条
件
︶
を
6

分
間
ず
つ
行
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
た
と
き
と
瞑
想
中
の
脳

の
状
態
を
比
較
す
る
た
め
に
、
先
に
紹
介
し
た
脳
の
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
た
。
脳
の
機
能
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
調
べ
る

た
め
、
ま
ず
脳
の
領
域
を
ど
の
よ
う
に
区
分
す
る
か
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
脳
領
域
の
区
分
の
仕
方
は
脳
の
皺
を
目
印
に
し
た
り
、

神
経
細
胞
の
種
類
を
規
準
に
し
て
境
界
線
を
引
い
た
り
な
ど
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
。
今
回
は
、
安
静
時
の
脳
活
動
の
時
間
変
動
を
規

準
に
し
て
領
域
を
区
分
す
る
方
法
を
用
い
た
︵Shen, et al., 2013

︶
。
こ
の
区
分
の
仕
方
で
は
脳
を
2
6
8
の
領
域
に
分
け
て
お
り
、
そ
の

中
の
、
右
半
球
・
左
半
球
合
わ
せ
て
20
の
領
域
が
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
脳
の
領
域
の
区

分
は
い
わ
ば
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
標
準
化
し
た
個
人
ご
と
の
脳
か
ら
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
用
い
て
活
動
を
抽
出
す
る
と

い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
︵
図
1
︶
。
ま
ず
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
繫
が
り
の
強
さ
が
、
安
静
、
瞑
想
、
呼
吸
カ

ウ
ン
ト
、
心
拍
カ
ウ
ン
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
調
べ
た
。
結
果
を
図
2

(a)
に
示
し
た
。
こ
れ
は
条
件

ご
と
に
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
含
ま
れ
る
20
の
領
域
に
お
い
て
各
領
域
同
士
の
時
間
相
関
を
計
算
し
、
平
均
し
た

値
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
静
条
件
を
基
準
に
す
る
と
、
瞑
想
・
呼
吸
カ
ウ
ン
ト
・
心
拍
カ
ウ
ン
ト
の
い
ず
れ
の
条
件
に
お
い
て
も
相

関
値
、
す
な
わ
ち
結
合
の
強
さ
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
述
し
た
先
行
研
究
︵Brewer et al., 2011

︶
と
同
様
に
、
瞑
想
条
件

で
は
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
結
合
性
が
上
昇
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
呼
吸
や
心
拍
と
い
っ

た
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
条
件
に
お
い
て
も
、
瞑
想
条
件
と
同
じ
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
結
合
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性
が
上
昇
し
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
た
と
き
の
脳
の
状

態
は
、
瞑
想
中
の
そ
れ
と
類
似
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
回
の
脳

の
領
域
の
区
分
法
に
お
い
て
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
以
外
に

も
視
覚
や
運
動
な
ど
の
機
能
を
反
映
し
た
7
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
含
ま
れ
る
。
そ

こ
で
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ

な
が
り
が
、
各
条
件
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
調
べ
た
。
具
体
的
に
は
、
デ
フ

ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
含
ま
れ
る
領
域
と
、
7
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
含
ま
れ
る
領
域
同
士
の
時
間
相
関
を
計
算
し
平
均
し
た
。
そ
の
結
果
、
基
準
と
な

る
安
静
条
件
と
比
べ
て
、
瞑
想
、
呼
吸
カ
ウ
ン
ト
、
心
拍
カ
ウ
ン
ト
条
件
で
は
、
デ

フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
が

低
下
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︵
図
2

(b)
︶
。
こ
の
結
果
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
が
、
内
受
容
感
覚
に
注
意

を
向
け
る
と
瞑
想
時
と
同
様
に
脳
内
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
変
化
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
と
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
つ
な
が
り
が
上
昇
し
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
他
の
領
域
の
つ
な
が
り
は
低
下
す
る
、
と
い
う
2
つ
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
た
場
合
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
は
、
瞑
想
す
る
場
合
と
同
様
の
変
化
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
1
つ

図2　各実験条件におけるデフォルト・モード・ネットワーク内の結合の強さ（a）およ
び、デフォルト・モード・ネットワークと他のネットワークとの結合の強さ（b）。なお、
エラーバーは標準誤差を表す。
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目
の
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
と
、
瞑
想
条
件
と
同
様
に
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
つ
な
が
り
が
上
昇
す
る

と
い
う
結
果
に
つ
い
て
、
瞑
想
の
実
践
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
い
。
実
際
の
瞑
想
は
多
様
な
意
味
を
含
ん
で
い
な
が
ら
も
、
ボ
デ

ィ
ス
キ
ャ
ン
や
数
息
観
な
ど
内
受
容
感
覚
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
実
践
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
瞑
想
中
の
脳
の
状
態
の
変
化
は
、

部
分
的
に
は
内
受
容
感
覚
へ
注
意
を
向
け
る
と
い
う
行
為
か
ら
説
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
2
つ
目
の
内
受
容
感
覚
に

注
意
を
向
け
る
と
、
瞑
想
条
件
と
同
様
に
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
他
の
領
域
の
つ
な
が
り
が
低
下
す
る
と
い
う
結

果
で
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
が
低
下
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
現
時
点
で
は

解
釈
が
一
意
に
定
ま
ら
な
い
が
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
脳
内
の
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
孤
立
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
可
能
性
は
、
内
面
に
注
意
を
向
け
て
い
る
と
き
に
活
動
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
性
質
を
考
え
る
と
、
私
た
ち
の
意
識
が
外
界
へ
の
刺
激
に
対
し
て
は
感
度
を
オ
フ
に
し
て
、
内
面
だ
け
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
し
ま
っ
て

い
る
状
態
と
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
た
と
え
ば
、
初
期
修
行
者
が
経

験
す
る
よ
う
な
、
瞑
想
中
に
魔
獣
な
ど
を
見
る
幻
覚
や
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
感
覚
遮
断
、
つ
ま
り
外
界
か
ら
の
入
力
を
オ
フ
に
し
て
内
面

に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
状
態
が
引
き
起
こ
す
幻
覚
様
体
験
に
陥
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
瞑
想
の
熟
練
者
で
こ
う
い
っ
た
こ

と
が
起
こ
ら
な
い
の
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
上
手
く
取
る
経
験
的
な
実

践
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
瞑
想
の
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
と
、
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
状
態
の
関
係
に
つ
い
て
も
今
後
の

検
討
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
少
し
広
い
視
点
か
ら
︵
瞑
想
を
含
む
︶
意
識
状
態
の
変
容
と
脳
状
態
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
代
に
お
い
て
は
、

私
た
ち
の
意
識
状
態
は
脳
が
す
べ
て
作
り
出
し
て
い
る
と
考
え
る
人
が
大
半
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
脳
至
上
主
義
と
呼
べ
る
よ
う
な
近
年
の

脳
研
究
の
成
果
に
依
存
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、﹁
水
槽
の
中
の
脳
﹂
の
思
考
実
験
の
よ
う
に
、
脳
だ
け
を
取
り
出
し
て
培
養

液
に
浸
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
す
れ
ば
、
身
体
と
い
う
実
体
が
な
く
て
も
私
た
ち
の
意
識
状
態
は
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
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て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
水
無
脳
症
と
い
う
症
候
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

水
無
脳
症
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
大
脳
が
欠
損
し
て
い
る
症
候
を
言
う
。
水
無
脳
症
の
子
ど
も
は
、
大
脳
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
状
況
へ
の
選
好
や
感
情
表
出
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︵Lewin, 1980; Solm

s, 2013

︶
。
皮
質
下
の
領
域
が
残
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
私
た
ち
の
大
脳
だ
け
が
選
考
や
情
動
と
い
っ
た
高
次
な
機
能
に
寄
与
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
伺
い
知

れ
る
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
幼
少
期
に
大
脳
両
半
球
の
う
ち
片
方
の
半
球
を
除
去
し
た
患
者
に
お
い
て
は
、
残
存
半
球
内
の
脳
内
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
健
常
者
に
比
べ
て
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︵Kliem

ann et al., 2019

︶
。
こ
の
よ
う
な
症
例
研
究

か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
大
脳
皮
質
の
大
部
分
や
脳
の
半
球
が
欠
損
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
私
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
意
識
状
態
の
一

端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
上
記
の
よ
う
な
患
者
の
主
観
自
体
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
︵
健
常
者

で
も
そ
う
だ
が
︶
、
少
な
く
と
も
外
部
か
ら
観
察
し
た
様
子
や
脳
の
指
標
に
お
い
て
は
彼
ら
が
私
た
ち
と
同
じ
結
果
を
示
す
以
上
、
そ
こ
に

同
じ
意
識
状
態
が
あ
る
と
考
え
て
然
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
意
識
状
態
の
成
立
に
重
要
な
の
は
、
単
に
脳
だ
け
で
な

く
、
物
理
的
な
実
体
で
あ
る
身
体
か
ら
の
情
報
と
そ
れ
を
ソ
ー
ス
と
し
て
機
能
す
る
脳
の
ル
ー
プ
構
造
な
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
考
え
る

と
、
瞑
想
と
い
う
の
は
、
身
体
に
注
意
を
向
け
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
脳
の
状
態
も
変
化
さ
せ
る
と
い
う
、
脳
と
身
体
の
相
互
作
用

か
ら
あ
る
べ
き
意
識
状
態
を
模
索
す
る
実
践
的
な
方
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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