
自動運転の実現に向けた総務省の取組

総務省 総合通信基盤局 電波部
移動通信課 新世代移動通信システム推進室

（高度道路交通システム推進室）



2ＩＴＳ（Intelligent Transport Systems）の進化イメージ
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Connected Car

白線検知

車線逸脱防止システム
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渋滞情報の提供や料金決済など
個々のサービス提供

カメラやレーダーによる車載セン
サを活用した高度な運転支援

（自律型）

車車間通信、高分解能レーダー等を
複合的に組み合わせることによる
非常に高度な運転支援や自動走行

（自律型＋協調型）

運転支援の高度化

既に全国普及が進展
渋滞対策等に効果

近年、各自動車メーカーが競っ
て導入を推進

世界一安全な
道路交通社会を実現

自動運転システム



3電波を利用するＩＴＳ

自動料金収受システム（ETC）
（路側機のみ免許局）

路側放送
（ハイウェイラジオ）

700MHz帯安全運転支援システム
（路側機のみ免許局）

車車間通信等により衝突を回避

狭域通信システム (DSRC・ETC2.0)
（路側機のみ免許局）
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(2) Simplified Graphic display type

kHz GHz

車載レーダーシステム

24/26GHz帯UWBレーダー,
79GHz帯高分解能レーダー

60/76GHz帯長距離レー
ダー

(1) Text display type

(3) Map display type(2) Simplified Graphic display type

道路交通情報通信システム（VICS）
（路側機のみ免許局）



4Connected Carの実現イメージ例

無人タクシー

前方車両の視界の共有

快適なエージェントドライブ
仏Valeo社のXtraVue (CEATEC 2018)



5政府におけるITS推進体制

内閣府
科学技術・イノベーション担当

協調領域に関する
研究開発

• 戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）の推進

警察庁

交通安全の確保

総務省

情報通信環境
の整備

経済産業省

自動車産業の振興

国土交通省

道路管理

車両の安全確保

自動車事故における
損害賠償

法務省

事故時の刑事責任

金融庁

保険業等の監督

内閣官房
日本経済再生総合事務局

• 未来投資戦略
• 自動走行に係る官民協議会

内閣府
地方創生推進事務局

• 国家戦略特区諮問会議

 ITSの推進は、各政府戦略において重要課題として位置付けられており、内閣官房、内閣府の下、警察
庁、総務省、経産省、国交省等が連携して取り組んでいる。

内閣官房
IT総合戦略室

基本方針の企画・立案
及び総合調整

• 官民ITS構想・ロードマップの策定
• 自動運転に係る制度整備大綱の策定
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 総務省では、関係省庁との連携のもと、
運転支援システムのための各種無線技術に係る制度整備
運転支援システムのための電波利用に係る国際標準化
運転支援システムに関する無線通信技術の研究開発・実証
上記無線システムの国際展開

を推進。

運転支援システムのための
各種無線技術に係る制度整備

運転支援システムのための
電波利用に係る国際標準化

我が国の運転支援のための無線通信システムの国際展開

運転支援システムに関する
無線通信技術の研究開発・実証

第１期SIP
（自動走行システム）

第２期SIP
（自動運転）

連
携

連携

連
携

連携

連
携

運転支援システムに係る総務省の施策概要



7Connected Car社会の実現に必要な通信

④エージェント分野
（ドライバーサポートサービス群）

緊急通報、ロードアシスタント、
コンシェルジュサービス

①セーフティ分野
（運転サポートサービス群）

安全運転支援、自動運転支援、ドライバモニター、
最適交通流実現

②カーライフサポート分野
（データ駆動型サービス群）

車輌管理、運行管理、自動車保険、ライドシェア、
カーシェア、決済、地域見守り

③インフォテインメント分野
（エンタメ的サービス群）

動画等エンタメサービス、仮想同乗VR

通信要件：狭域通信
（高信頼性・直接通信）
（各種V2X通信等）

 それぞれのサービスにおける通信に必要な要件を踏まえ、各分野ごとにどのような通信が必要になる
かを整理すると以下のとおり。

【無線通信システムの役割分担】
スポット通信： 特定の場所において車とサーバーを結ぶ通信
狭域通信 ： 車と車、車とインフラなど、狭い範囲にあるもの同士を結ぶ通信
広域通信 ： 広い範囲において、車とサーバーを結ぶ通信

通信要件：スポット通信
（ETC2.0等）

通信要件：広域通信（常時接続）
（ＬＴＥ，５Ｇ等）

インフラ・車両由来データ活用型

外部リソース活用型

便利・快適系 安全系



8ITS用無線通信における国際的な周波数の状況

57705730 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930

ETCETC

ETC2.0 ETC2.0
放送

153ch
(5765)

144ch
(5720)

157ch
(5785)

161ch
(5805)

165ch
(5825)

米国割当済

RLAN(WiFi)

169ch
(5895)

46d (5725-5925MHz)
3GPP E-UTRA Operating 

47 (5855-5925MHz)

Extend C-Band C-Band

730 740 760 770 780 790750

SafetyLTE LTE

reserve

reserve

V2V
Safety

I2V VRU Control V2V I2V
Public
Safety

Cellular-V2X
Service

Safety
Service Service

Control Safety

Canada

Service

Service Service

Service

Service Service Service Service Control Service Service

Korea

Service Service Safety Control Safety Safety Safety

Singapore(DSRC)

China(Cellular)

Service Service Safety Safety Control Safety Safety

EU

USA
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 5.9GHz帯へのV2Xシステムの導入に関する検討が、世界
的に本格化
 中国は、V2Xシステム（C-V2X）の導入が2018年に

決定しており、実運用に向けた動きが加速化中。
 米国は、2019年12月にFCC（連邦通信委員会）が

V2Xシステム（C-V2X）の導入に向けた周波数割当
案について、パブリックコメントを実施。FCCの最
終決定には時間を要する見通し。



9周波数再編アクションプラン(令和２年度改定版・令和２年５月13日公表)

〇第３章 重点的取組 Ⅲ 自動運転社会に向けた取組

自動運転システム（安全運転支援を含む。）の進展・重要性を踏まえ、既存のITS用周波数
帯（760MHz帯等）に加えて、国際的に検討が進められている周波数帯（5.9GHz帯）におい
て、同周波数帯の既存無線システムに配慮しながら、V2X用通信を導入する場合に必要となる
既存無線システムとの周波数共用等の技術的条件について、令和３年度末までに検討を行う。
また、その検討結果を踏まえ、同周波数帯にV2X用通信を導入する場合の周波数共用及び移

行・再編など周波数割当て方針について、令和４年度内を目処に結論を得る。

〇第４章 各周波数区分の再編方針 Ⅶ 5.85～23.6GHz帯具体的な取組 ⑤ 放送事業無線局、
固定衛星業務［5.9GHz 帯］

自動運転システム（安全運転支援を含む。）の進展・重要性を踏まえ、既存のITS用周波数
帯（760MHz帯等）に加えて、国際的に検討が進められている周波数帯（5.9GHz帯）におい
て、同周波数帯の既存無線システムに配慮しながら、V2X用通信を導入する場合に必要となる
既存無線システムとの周波数共用等の技術的条件について、令和３年度末までに検討を行う。

また、その検討結果を踏まえ、同周波数帯へV2X用通信を導入することとなる場合には、既
存無線システムの移行等により必要な周波数帯域幅を確保した上で、令和５年度内を目処に
V2X用通信への周波数割当を行う。



105.9GHz帯V2X用通信システムに関する技術的検討（令和2、令和3）

既存無線システムとの共用可能性に関する技術的検討を行う。

放送業務用（5.9GHz）
ETC / ETC2.0（5.8GHz）

Wi-Fi（5.8GHz、6.0GHz） 衛星通信業務（5.9GHz～）

 今後見込まれる通信トラヒックの急激な増大に対応するため、次世代V2Xシステムの導入に必要な技術試験
（電波関係）を令和２年度から実施。

 具体的には、5.9GHz帯に次世代V2Xシステムを導入した場合の同周波数帯及び隣接周波数帯における既存
システムに与える電波干渉の影響を検証し、導入に係る技術的条件（電波強度や置局に係る制約、干渉回避
技術など）を明確化。

V2X（5.9GHz）
DSRC・C-V2X



11自動運転に必要な通信要件の検討：SIP（令和1～令和3）

 V2X通信を活用するユースケースについて、令和元年度における検討を経て25ケース策定。

 令和２年度からは、各ユースケースについて760MHz帯のDSRC及び5.9GHz帯のC-V2Xによる通信に求め
られる要求条件を技術的に検討し、高度な自動運転社会の実現に必要な情報通信技術ロードマップ（案）
を策定する。

ユースケース例

■ 自動運転に通信を活用するユースケースについて、
通信に要求される条件（許容遅延時間、所要データ量等）を技術的に整理し、妥当性を検証する。

■ 机上検討やシミュレーションを用い、既存の700MHz高度道路交通システムの対応可否について評価を行う。
■ 自動運転社会の実現に必要な通信の実現時期や自動運転普及率などのロードマップ案を策定する。

ロードマップ（案）の
例

5.9GHz帯に係る技術試験事務と併せ、同周波数帯へのV2X通信の技術的な導入可能性を評価。

右折時

本線への合流

・
・
・



12狭域・中域情報の収集・統合・配信に係る研究開発：SIP（令和1、令和2）

動的・静的な情報の収集・統合・配信の技術に関し、
データフォーマットやプロトコル等のインターフェー
スの共通化に向けた仕様案を策定。

狭域・中域

狭域
(一交差点程度をカバー)

中域
(複数交差点をカバー)

統合
・収集した情報をリアルタイムな
交通状況として統合（狭域）

・複数の狭域ＮＷから得られる
情報を広範囲で統合（中域）

駐車
車両

現実の交通状況

配信
必要な範囲の情報のみを車両
側の情報と共有可能な形式で
情報配信

中域から配信

自律センサで検知

収集
複数の情報源から得られる
動的情報をＮＷ側に収集

狭域から配信 歩行者
端末

車両

情報源

路側
インフラ

狭域
サーバ 自動運転

車両

統
合

配信

狭域
サーバ

統 合

ITS
無線

後付
センサ

専
用
通
信

モ
バ
イ
ル
通
信

路側
処理方式

センタ
処理方式

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
共
通
化

収集

収集

配信

軽量かつ
安価な処理装置

中域サーバと
同拠点

中域
サーバ

統 合

共
通
化
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
共
通
化

DSRC
ITS-Connect

WiGig

5G
LTE

 安全で安心な自動運転の実現に向け、外部の動的情報を連続的かつ正しく認知するため、狭域・中域エ
リアに応じた情報の収集/統合/分析を行い、車両に配信する技術の研究開発を実施。



13V2X海外展開（周波数の国際協調利用促進事業・平成30～）

通信機を搭載した
緊急車両の接近

交通掲示板へ
接近情報を伝達 緊急車両の接近を

動画で知らせる

渋滞による救急車等の緊急車両の到着遅れの防止

通信機を搭載した
交通掲示板

【実施場所】インド共和国グジャラート州アーメダバード市 【実証デモ】令和２年１月17日
【課題】病院に通ずる道路の渋滞により、救急車等の到着に遅れが発生

【実証内容】緊急車両の接近情報を通信で伝達し、交通掲示板に表示することで、周辺車両の車線変更を促す。

実際の写真

デモを視察するアーメダバード市の
Commissioner

 インド・フィリピン・台湾における動作検証（平成30年度）、導入効果検証（令和元年度）の結果を踏ま
え、高度道路交通システムの導入に向けた総合的な実用化検証を行う。また、当該システムの導入に向けた
働きかけを行う。その成果を基に、他のアジア地域へ展開を目指す。

インドでの実
証



ご清聴ありがとうございました


