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術
や
情
報
技
術
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
向
上
さ
せ
、

身
体
障
害
者
が
使
い
や
す
く
な
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ

と
が
法
制
化
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ア
プ
リ
ケ

ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
は
、

視
覚
障
害
を
持
つ
人
の
た
め
に
代
替
キ
ー
ボ
ー
ド
対
応

な
ど
の
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
た
り
、

「
電
子
通
信
プ
ロ
ダ
ク
ト
は
、
聴
覚
障
害
者
の
ア
ク
セ

シ
ビ
リ
テ
ィ
に
配
慮
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
補
聴
器
や

聴
覚
障
害
者
の
た
め
の
通
信
装
置
に
対
応
し
て
い
る
こ

と
」
な
ど
、
き
り
が
な
い
ほ
ど
細
か
く
規
定
さ
れ
た
。

　

意
外
な
感
じ
が
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
「
障
害
者
が

操
作
し
や
す
い
機
器
開
発
」
に
最
も
熱
心
な
の
は
国
防

総
省
な
の
で
あ
る
。
身
体
に
障
害
を
負
っ
て
戦
地
か
ら

帰
国
し
た
兵
士
が
働
け
る
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
も
、

国
防
政
策
の
内
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

ガ
ラ
ス
の
天
井

　

ガ
ラ
ス
の
天
井
と
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
地
位
向
上

を
阻
む
壁
と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
言
わ
れ
る
が
、

最
近
は
も
っ
ぱ
ら
「
女
性
の
企
業
内
で
の
昇
進
を
妨
げ

る
目
に
見
え
な
い
障
壁
、
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
な
い

障
壁
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
は
女
性
差
別
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い

う
の
は
、
ま
だ
ま
だ
早
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
が
、
ヒ
ラ
リ

　

何
年
も
前
か
ら
兆
候
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
い
ま
、

ブ
ー
ム
と
で
も
言
う
べ
き
女
性
登
用
運
動
が
始
ま
っ
た
。

官
庁
で
も
、
女
性
次
官
や
女
性
局
長
が
従
前
に
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
よ
う
な
規
模
で
誕
生
し
て
い
る
。
こ
れ
を

ど
う
捉
え
る
か
だ
が
、
単
に
男
性
労
働
力
不
足
の
補
完

な
ど
と
い
う
議
論
の
立
て
方
で
は
、
女
性
に
失
礼
だ
し
、

「
多
様
性
原
理
貫
徹
の
時
代
到
来
」
と
い
う
本
質
を
見

て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
公
民
権
法
か
ら
の
流
れ

　

ア
メ
リ
カ
で
は
一
八
六
二
年
の
リ
ン
カ
ー
ン
の
奴
隷

解
放
宣
言
の
後
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
憲
法
修
正
が
な

さ
れ
て
、
黒
人
の
市
民
権
や
選
挙
権
が
次
々
に
承
認
さ

れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
長
い
間
、
黒
人
な
ど
へ
の
実

質
的
な
差
別
は
解
消
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
一
〇
〇
年
も
経
過
し
た
一
九
五
〇
年
代

に
入
っ
て
公
民
権
運
動
が
起
こ
り
、
一
九
六
三
年
の
キ

ン
グ
牧
師
の
「I have a D

ream
.

」
と
い
う
演
説
が

多
く
の
人
の
心
を
揺
る
が
し
た
。
一
九
六
四
年
に
は
人

種
・
宗
教
・
性
・
出
身
国
に
よ
る
差
別
を
禁
止
し
た
公

民
権
法
が
成
立
、
一
九
六
五
年
に
は
黒
人
の
投
票
権
剥

奪
を
禁
止
し
た
投
票
権
法
も
制
定
さ
れ
た
。

　

公
共
の
場
所
に
お
い
て
黒
人
用
だ
と
か
白
人
用
だ
と

か
と
座
席
を
分
け
た
り
す
る
こ
と
は
違
法
と
な
っ
た
し
、

白
人
に
だ
け
何
か
特
権
を
与
え
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
提

ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
氏
が
大
統
領
候
補
を
争
う
こ
と
が
で

き
る
く
ら
い
に
、
こ
の
ガ
ラ
ス
に
穴
が
開
き
始
め
て
い

る
の
は
確
か
な
よ
う
だ
。

　

い
ま
ア
メ
リ
カ
企
業
に
は
「
最
高
多
様
性
責
任
者
」

の
設
置
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
採
用
・
人
事
な
ど
に

つ
い
て
人
材
活
用
の
多
様
性
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か

ど
う
か
を
検
証
す
る
機
関
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
メ
リ

カ
で
は
、
人
種
や
男
女
の
壁
を
乗
り
越
え
る
努
力
を
し

て
き
た
結
果
、
企
業
経
営
に
必
要
な
価
値
観
が
多
様
化

し
て
サ
ー
ビ
ス
や
商
品
の
新
た
な
開
発
や
販
売
な
ど
に

広
が
り
が
出
て
き
た
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

時
代
の
フ
ェ
ー
ズ
は
、
男
女
共
同
参
画
と
か
女
性
就

業
と
か
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
「
多
様
性
の
拡
大
」

に
ま
で
進
ん
で
い
る
。
そ
の
目
で
眺
め
て
み
る
と
、
わ

が
国
は
ず
い
ぶ
ん
多
様
性
を
縮
小
し
て
き
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
相
変
わ
ら
ず
法
家
中
心
の
官
僚
群
、
相
当

に
限
定
的
な
政
治
家
へ
の
道
の
他
に
も
、
企
業
の
ほ
と

ん
ど
が
、
多
彩
な
人
生
経
験
者
を
求
め
る
の
で
は
な
く

「
他
社
の
カ
ラ
ー
に
染
ま
っ
て
い
な
い
」
新
卒
の
採
用

に
こ
だ
わ
る
な
ど
、
そ
の
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

　

戦
前
に
わ
が
国
の
運
命
を
決
定
し
た
の
は
陸
海
軍
の

高
級
参
謀
で
あ
っ
た
。
こ
の
参
謀
た
ち
は
、
日
清
戦
争

の
頃
ま
で
は
、
旧
幕
府
や
薩
長
の
旧
武
士
や
新
設
の
兵

学
校
卒
な
ど
多
彩
な
経
験
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
が
、

日
露
戦
争
の
頃
に
は
も
う
ほ
と
ん
ど
軍
学
校
卒
業
者
と

供
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

公
民
権
法
の
時
代
か
ら
五
〇
年
を
経
て
黒
人
が
大
統

領
に
な
れ
る
時
代
に
ま
で
来
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
今

で
も
黒
人
差
別
的
な
発
言
を
す
る
指
導
者
が
い
て
問
題

に
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
黒
人
差
別
が
解
消
し
た
と
言

え
る
状
況
に
は
ま
だ
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

黒
人
大
統
領
の
登
場
は
ア
メ
リ
カ
が
一
つ
の
時
代
を
開

き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

障
害
者
へ
の
差
別
的
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
ア
メ
リ

カ
で
は
画
期
的
な
動
き
を
始
め
て
い
た
。
一
九
九
〇
年

に
は
ア
メ
リ
カ
障
害
者
法
（
Ａ
Ｄ
Ａ
法
＝A

m
erican 

D
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ct

）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
障
害
者

の
公
民
権
法
」
と
呼
ば
れ
、
雇
用
、
交
通
機
関
、
公
的

施
設
利
用
、
言
語
・
聴
覚
障
害
者
の
電
話
利
用
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
障
害
者
へ
の
差
別
を
禁
じ
、「
機

会
均
等
」
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

平
等
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
差
別
と
な
り
、
障
害

を
理
由
と
し
た
採
用
拒
否
は
も
ち
ろ
ん
昇
給
・
昇
任
の

差
別
が
禁
止
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
職
場
の
環
境
改

善
、
労
働
条
件
の
弾
力
的
な
運
用
の
義
務
づ
け
に
加
え
、

必
要
に
応
じ
手
話
通
訳
者
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
ま
で
義
務

化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
に
は
「
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
・
第
五
〇
八
条
」
が
改
正
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
連
邦
政
府
機
関
は
機
関
が
保
有
す
る
電
子
技

な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
は
さ
ら
に
「
高
級
参
謀
は
軍
大

学
校
の
高
位
成
績
卒
業
者
」
に
限
定
さ
れ
て
、
人
材
活

用
の
多
様
性
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
い
き
、
挙
げ
句
の
果

て
が
三
〇
〇
万
人
以
上
の
同
胞
の
死
を
と
も
な
っ
た
敗

戦
と
い
う
結
末
だ
っ
た
。

　

明
治
初
期
や
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
頃
に
は
日

本
が
輝
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
人
材
活
用
に
多
様
性
が

あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
渋
沢
栄
一
の
よ
う
に

多
様
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
歩
ん
だ
人
が
明
治
を
背
負
い
、

戦
後
は
経
営
幹
部
の
多
く
が
パ
ー
ジ
さ
れ
た
後
に
若
い

経
営
者
が
企
業
を
牽
引
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
戦
前
に
は
陸
軍
大
学
校
の
上
位
成
績
者

で
な
け
れ
ば
作
戦
課
に
は
配
属
さ
れ
な
い
と
い
う
器
量

の
狭
さ
が
国
を
滅
ぼ
し
た
し
、
戦
後
も
年
が
経
つ
に
つ

れ
て
人
材
活
用
の
多
様
性
を
欠
い
て
い
っ
た
こ
と
が
経

営
判
断
の
幅
を
狭
め
、
企
業
の
活
力
を
削
ぐ
原
因
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

女
性
登
用
は
多
様
性
の
拡
大
こ
そ
が
本
質
で
あ
る
。

新
た
な
感
性
と
価
値
観
を
社
会
に
導
入
す
る
と
の
認
識

で
あ
る
。
土
木
・
建
築
の
世
界
は
他
の
産
業
界
よ
り
も

男
性
社
会
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
特
に
土
木
は
そ
の
傾

向
が
強
い
。
そ
の
世
界
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
だ
女
性
は
使

命
感
が
も
と
も
と
高
い
の
だ
。

　

挑
戦
意
欲
の
高
い
女
性
技
術
者
が
建
設
社
会
の
フ
ェ

ー
ズ
を
引
き
上
げ
る
の
で
あ
る
。 

女性技術者の時代
Hisakazu Ohishi

国土学アナリスト

大石久和


