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す
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図
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イ
ン
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フ
ェ
ー
ス

の
使

用
法
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じ
め

に
 

B
lu

et
oo

th
や

無
線

LA
N

な
ど
の
短
距

離
無

線
通
信
技

術
の

普
及

に
よ

り
，

様
々

な
情

報
機

器
が

互
い
に
無

線
接

続
可
能
な

環
境

が
整
い
つ

つ
あ

る
．
無
線

を
用

い
れ

ば
，
ケ

ー
ブ

ル
に

制
限

さ
れ

ず
に

機
器
を
自

由
に

移
動
可
能

で
あ

り
，
ま
た

，
様

々
な
機
器

が
相

互
に

通
信

可
能

と
な

る
．

 
無
線

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
上
の

機
器

を
連
携
さ

せ
る

た
め
に
は

，
機

器
間

を
特

定
の

プ
ロ

ト
コ

ル
に

よ
り

論
理
的
に

接
続

す
る
必
要

が
あ

る
．
こ
の

際
に

，
ユ
ー
ザ

が
意

図
す

る
接

続
を

シ
ス

テ
ム

側
に

伝
え

る
こ
と
（
接
続

指
示
）
が
必
要

で
あ
る
が
，
接

続
指
示
の
た

め
の

ア
ド

レ
ス

や
名

前
の

指
定

な
ど

の
煩

雑
な
設
定
を

し
な

く
て
す
む

よ
う

な
，
よ
り

簡
単

で
分
か
り

や
す

い
ユ

ー
ザ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
が

求
め

ら
れ
る
．

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

の
機

器
間

を
接

続
す

る
た

め
の

技
術

仕
様

と
し

て
U

ni
ve

rs
al

 P
lu

g 
an

d 
Pl

ay
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] 
が
提

案
さ
れ
て

い
る

が
，
接

続
指
示

の
た
め
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
に

関
し

て
は

特
に

規
定

が
な
い
．

Pi
ck

-a
nd

-D
ro
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2]
を
接
続
指
示

に
用

い
る
こ
と

も
考

え
ら

れ
る

が
，

ユ
ニ

ー
ク

な
ID

を
持

っ
た
ペ
ン

や
管

理
サ
ー
バ

が
必

要
で
あ
る

．
 

本
稿

で
は

，
接

続
指

示
手

法
が

満
た

す
べ

き
性

質
を

示
し

，
そ

れ
を

指
針

と
し

て
接

続
指

示
手

法
To

uc
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an
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ct

を
提
案

す
る
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 接
続
指

示
手

法
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満

た
す
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性

質
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線

機
器

間
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接
続
を
よ
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す
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す
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た
め
に
，
接

続
指

示
の

た
め

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス
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質
を
満

た
す

こ
と
が
望

ま
し
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続
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示
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指
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続

で
き

る
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あ
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ド
レ

定
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直
観

的
で

は
な
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か
り

に
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易
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器

間
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続

す
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接

続
方

法
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プ
ロ

ト
コ

ル
）

の
選

択
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望
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間
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続
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ホ
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提
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す
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リ
モ

コ
ン
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ボ
タ
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①

を
押

機
器

A
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接

続
元
機
器

で
あ

る
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と
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指
示
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，
そ
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後

，
機

器
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例
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ラ

イ
押
す

こ
と

に
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っ
て

機
器

B
が
接
続
先

機
器

で
あ

る
こ

と
を

指
示

す
る

．
ま

た
，

」
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無
効
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成
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の
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れ
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の

状
態

を
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き
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よ
う
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す
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こ
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示

す
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数
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独
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続
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作
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行
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よ
う
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接
続
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止

す
る
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め

に
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れ
る
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独
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作
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行
う
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合

，
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テ
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側

は
ど
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間
が
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タ

ン
を

押
し

た
の
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を

知
る
こ
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が
で

き
な
い
た

め
，
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続
が

発
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す
る
可
能

性
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あ
る
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え
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の
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，
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手
法
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続

操
作
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他
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機
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ボ

タ
ン
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が
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無

効
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と
な

り
，

他
人

の
操

作
が

禁
止

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

，
誤

接
続

を
防

止
す

る
．
図

2
の

例
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場
合

，
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ザ

1
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操
作

中
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A
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外
の
全
機
器

の
ボ

タ
ン
①

が
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無
効

」
と

な
り

，
ユ

ー
ザ

2
は
操
作
を
開

始
で
き
な

い
．
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理
サ

ー
バ

を
用
い
ず

に
イ
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プ

リ
メ
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す
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き
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．
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メ
ッ

セ
ー
ジ
に

有
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送
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り
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に
よ

り
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動
的

な
端

末
の

入
退
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も
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応
す

る
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の
接

続
に
対
し

て
一

般
的
に
用

い
る

こ
と
が
で

き
る

．
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機
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種
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す
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り
，
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方
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ロ
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ル
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選
択

す
る
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，
2
節

に
挙
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た
性

質
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う
ち

，
(1

)(2
)(4

)(5
)を

満
た
す
．

(3
)の

接
続
状
態
の

可
視

化
は

今
後

の
課
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で

あ
る
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の
実
装

 
本

手
法

に
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プ
ロ
ト

タ
イ

プ
シ
ス
テ

ム
を

実
装
し
た

．
イ

ン
タ
フ
ェ

ー
ス

を
内
蔵
し
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機
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製
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ー
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．
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用
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ウ
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は
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ト
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て
実
現

し
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端
末
間

の
通

信
に
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無

線
LA

N
と

Ja
va

の
So

ck
et

ラ
イ
ブ
ラ

リ
を

使
用
し
た
．
ボ

タ
ン
操
作

に
よ

り
リ
モ

コ
ン

を
ラ

イ
ト

ま
た

は
扇

風
機

に
接
続
し

，
光

量
や
風
速

を
調

整
す
る
こ

と
が

で
き
る
．

 

5 
 お

わ
り

に
 

無
線

機
器
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の

接
続

指
示

手
法

と
し

て
，
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タ

ン
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押
す

だ
け

で
容

易
に

接
続

が
行

え
る
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ct
を
提
案

し
た
．
ま
た
プ

ロ
ト
タ
イ

プ
シ

ス
テ
ム
の

実
装

に
よ
り
そ

の
実

現
可
能

性
を

示
し

た
．
本

手
法
は
，
管

理
サ
ー
バ

を
必

要
と
せ
ず
，
複

数
の
人
間

が
独

立
に
操
作

を
行

う
状
況

に
お

い
て

も
誤

接
続

を
防

止
す

る
．
今
後

の
課

題
と
し
て

は
，
接
続
状
態

の
可

視
化
や
よ

り
柔

軟
な
接

続
管

理
手

法
の

提
案

な
ど

が
挙

げ
ら
れ
る

．
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