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IEEEについて
■世界最⼤クラスのSDO
 Globally recognized standards
 1256 active standards
 718 standards under development
 7264 individual members and approximately 20,000 

standards developers from every continent
 280 corporate members

https://standards.ieee.org/about/sasb/index.html

■IEEE規格の強みと影響力
 Leverages the breadth of 40+ technical areas
 100+ Smart Grid standards
 Flagship transport layer standards in 

communications (IEEE 802)
 400-500 standards focused on the power and energy 

sector, etc.
 Independent global community
 Open standards development process
 IEEE-SA Strengths

標準化活動はIEEE-SAの下における
SASB(Standard Board)の指揮下で行っている。

標準承認：新規標準委員会（NesCom）、
標準ﾚﾋﾞｭｰ委員会（RevCom）

進捗制御：手続き委員会（ProCom）
特許委員会（PatCom）
監査委員会（AudCom）

標準革新：業界連携委員会（ICCom）
管理監督：管理委員会（AdCom）
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世界は、IEEE 標準であふれてる
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IEEEにおける標準化手順

©Data Trading Alliance

NesCom
& 

SASBの承認
標準仕様の策定

書面投票
&

レビュー

RevCom
&

SASBでの承認
SAエディタに
よるレビュー

プロジェクト申請
PAR(Project 

Application Request)

加筆 & 更新 公開・出版

https://jp.ieee.org/activities/files/About_IEEE-SA_July2015.pdf

新しいアイデア

停止・保管

最大10年

最大4年以内

Decide / Choose Technology

Write / update a Draft

Letter Ballot Draft

Resolve Comments

Done
?



IEEEの標準化手順 2
個人標準化プログラム(Individual method)
参加単位は、個人
個人は、あくまで個人の利益代表

各個人は、1投票権を有する

最低10人の投票権者による投票参加が必要

投票権者は、IEEE-SA 個人会員であること (WGへの参加やWGの投票は、非会員でも可能)

法人標準化プログラム(Entity method)
参加単位は、“entities=機関,” 例えば, 法人,大学, 政府機関,など
参加者は、機関に指定された代表者または代理人。
各機関は、1投票権を有する
最低3機関による投票参加が必要
各機関は、その利益代表者が会議に参加し投票権を行使する
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IEEE802 WGの
標準化手順



IEEE802の
投票権 Non-Voter / 

Former-Voter

Aspirant

Potential Voter

Voter

Start of first
attendance

attended 1 of 4

attended 2 of 4

Records attendance at next plenary

attended 0 of 4

attended 1 of 4

Reflector AccessReflector
Request

Members Area 
Access

attended 
0 of 4

meetings

or returned 
< 2 of 3
ballots

interim

Information on 
reflector and 
members’ area 
access emailed to 
aspirant

Information on 
Potential Voter status 
emailed

Information on Voter 
status emailed

Notification of loss of 
Voter status

attended 
1 of 4

meetings

Has participant been 
a voter?

Non-Voter Former-Voter

YesNo



Individual 
とは
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Robert’s Rules of Order
• ロバートの会議規則 とは、

• １８７６年にアメリカ陸軍のヘンリー・ロバート将軍が作成。
• 会議規則が守るもの

• (1) 多数者の権利（過半数の賛成）
• (2) 少数者の権利（少数意見の尊重）
• (3) 個人の権利（プライバシーの権利擁護）
• (4) 不在者の権利（不在投票）

• 例えば
• 発言者は、議長とのみ話せる

• ローカルトークの禁止
• 動議提案

• ２人以上の賛同が必要
• 審議棚上げ

• 不十分な動議は、棚上げされる
• 会期満了で失効

• 一事不再議
• 一度議決されたものは，審議できない
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標準化の成功とは
標準化の成功とは、市場形成をリードしブルーオーシャンを作ること。

標準化の成功者は、市場成長モデルを示し、世界の流れを作るリーダーというプレゼ
ンスを得る。

ICT技術のCommunication は、Proprietary では成立しない。
使われる標準=つながる標準=つながる相手がある標準

市場をつくり市場をリードすることで、日本の経済成長を牽引することこそが、技術
の基盤を強化する。
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標準化は、新しい市場を喚起する
• 競争社会

11

A

各社は、独自の市場を開発

B

C
Other

D

標準化による協業社会

Other

C
B

A

D

より大きな市場を
生み出す

協創社会

Competing organizations having shared 
product and service attributes, business 

processes and organizational 
arrangements

Government agencies and other
regulatory organizations

Standards BodiesSuppliers of complementary 
products and services

Suppliers of 
my suppliers

Customers 
of my 

customers

Direct suppliers   CORE Direct customers
BUSINESS

Extended Enterprise

Trade associations Labor unions

Moore, James F. (1996). The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems. 
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IEEE 802.11 Groupsの最新動向

Type Group WG & Infrastructure
WG WG11 The IEEE 802.11 Working Group
SC AANI Advanced Access Networking 

Interface (AANI)
SC ARC Architecture
SC COEX Coexistence
SC PAR PAR review

802 SC JTC1 ISO/IEC JTC1/SC6

Type Group New Work
SC WNG Wireless Next Generation
SG SENS WLAN Sensing

AHG ITU ITU Liaison 
AHG RCM Random and Changing MAC 

Addresses

Type Group Amendments/Revision
TG AX High Efficiency Wireless LAN (HEW)
TG AY Next Generation 60 GHz (NG60)
TG AZ Next Generation Positioning (NGP)
TG BA Wake-up Radio
TG BB Light Communication (LC)
TG BC Enhanced Broadcast Service (BCS)
TG BD Enhancements for Next Gen V2X (NGV)
TG BE Extremely High Throughput
TG MD Revision (REVmd)

1 通信媒体の拡張 TGBB 可視光通信
2 通信から放送への拡張 TGBC 可視光通信
3 通信の高度化 TGBE 次世代無線LAN
4 通信から計測への拡張 SENS 無線LANセンシング

通信性能だけでなく、方式や用途の拡大が活発
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IEEE 802.11 Revisions の歴史
M

AC

802.11
-2016

11aa
Video Transport

11ae
QoS Mgt Frames

11ac -VHT
>1 Gbps @ 5GHz

11ad - VHT
>1 Gbps @ 60GHz

11af
TV Whitespace

PH
Y 

& 
M

AC

802.11
-2012

11w
Management

Frame 
Security

11k
RRM

11r
Fast Roam

11v
Network

Management

11s
Mesh

11u
WIEN 

11y
Contention

Based
Protocol

11n
High 

Throughput
(>100 Mbps)

11z
TDLS

11p
WAVE

802.11
-2007

11g
54 Mbps
2.4GHz

11e
QoS

11i
Security

11h
DFS & TPC

11j
JP bands

11f 
Inter AP 

802.11
-2003

11a 
54 Mbps

5GHz

11b
11 Mbps
2.4GHz

11d
Intl roaming

IEEE
Std

802.11
-1997
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IEEE 802.11 Standards Pipeline

14

MAC & PHY

SA
Ballot

MAC

TIG/Study 
groups

Published
Standard

WG  
Letter Ballot

TG without 
Approved draft

Discussion 
Topics

Published
Amendment

802.11ai
FILS

WNG

802.11aq
PAD

802.11aj
CMMW

802.11ak
GLK

802.11ax
HEW

802.11ay
NG60

802.11
-2016

802.11az
NGP

802.11ba
WUR

802.11ah
< 1Ghz

802.11be 
TGbe

802.11
REVmd

802.11bc
(BCS)

802.11bd
NGV

802.11bb
LC

Random and 
Changing MAC

Addresses
(RCM) AHG

WLAN 
Sensing 
(SENS)SG

ITU Liaison
(ITU) AHG

Liaison

Liaison  Topics
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802.11デバイスの成長事例

©Data Trading Alliance

802.11 started 
standards 
development

1990

The first 802.11 
products shipped

1997
Early entry by new 
chip producer X in 
802.11g standards 
allowed them to 
capture significant 
market share in just 
ONE year.

2003
Company Y didn’t enter 
802.11 standards until 
2003 but was first to 
market with new 802.11n 
products in 2006. 

Chip producer Y and their 
customers captured 
significant market share 
from the incumbents.

2006

The first official 
802.11n products 
started shipping

802.11g was 
introduced and 
increased connection 
speeds from 11Mbps 
to 54 Mbps

Originally conceived to link wireless 
cash registers, the originators of 802.11 
included companies such as Lucent, 
NCR, Harris Semiconductor, 3COM , 
Nokia, Symbol, Aironet. 

Only ONE of these companies exists 
today. 

2013

802.11ad data rates 
exceeded 6Gbps over 
short ranges, with 
completely different 
radio technology

Company Z was formed in 
2009 to push the 802.11ad 
technology into IEEE and is 
now the leading supplier to 
the industry.

Company Z’s first official 
products shipped in 2013. 

※IEEE-SA & DTA セミナ－資料から



IEEE802.11のメンバーの分布の例

日本企業は、１社あたりの参加規模が圧倒的に少ない。
中国勢は一割を超える投票権
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参加者の在住国
• 中国企業の参加比率 >> 中国からの参加比率
• 在米エキスパートの活用
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IEEE802.11標準化の枠組み
• IEEE802.11

• フォーラム型
• ベンダー主導

• Wi-Fi Alliance
• 民間企業連合
• ベンダー
• オぺレーター
• マーケティング主導

• ITU/ISO
• デジュール型

• 電波規格
• 各国の電波法により制定
• 無線LANは、国際共有バンド

• IETF
• フォーラム型
• ベンダー+学術系

無線LAN
技術標準

IEEE802.11

•フォーラム
•IEEE SA配下

•PHY,MAC,Link
Wi-Fi Alliance

•民間企業団体
•相互接続認証

•認証プログラム
•Logo認定

•ブロモーション

ITU

(国際標準化機構)

• 国際的電波割当
• 通信規格

ISO

(国際標準化機構)
•非政府系

•標準国際化

電波規格
•FCC
•ARIB
•ETSI

IETF
•フォーラム
•Link層以上
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標準化の成功要因

標準化団体(正しい基準)
•厳密な技術基準
•合意によるベンダ中立性
•実装に対する自由度の確保

•→増大する実装オプション

民間アライアンス(売れる基準)
•市場性による実装優先度の取捨選択
•相互接続性の保証
•ロゴなどによるプロモーション

•繋がる仕組みの確立

• 成功する標準化は、社会実装のための民間アライアンスと協調

©Data Trading Alliance

IEEE 802.3

IEEE 802.15.4

IEEE 1547

IEEE 802.11

IEEE 1800

Distributed Resource

National Electrical
Safety Code®

制度設計提案などは協調展開



IEEE802に見る標準化の成功パターン
• 標準化は、⼤手だけでなく新興企業にもチャンスをもたらす

©Data Trading Alliance

複数の新技術が
標準の候補とし
て提案される。

全ての参加者が必ずしも同じ影響力を
持つわけではない。
しかし、だれもが将来の標準への動向
を把握し、自らの開発投資と計画を、
動向に合わせて戦略的に取り組める。
例えば、802.11nの標準化では、プリン
タへ搭載する無線LANの端末仕様を積
極的に提案することで、毎年巨大なコ
ストセービングを達成した。

標準化に参加して
いない企業は、こ
の段階から詳細な
情報を得て、開発
に着手。
標準化に参加して
いる企業はこの時
すでに製品を出荷
可能な状況になっ
ている。

新技術の創生 ワーキンググループによる評価と選択 標準化の承認と公開



参加企業の目論み（推論）

• Cisco/HPE/Huawei
• 標準化により製品の安定性、信頼性を明確にし、自社のエンタープライズマーケットでの
プレゼンスを確立

• セキュリティ優位性やトータルシステムとして製品差別化

セットメーカー

• Qualcom/Intel/Marvel/Broadcom/Realtech
• 早期にドラフト準拠チップを市場投入する事で、市場優位を維持
• 先行する欧米系無線LANチップベンダーに対して、中華系が

チップベンダー

• RIM/キャノン/Inter Digital
• SEP (Standard Essential Patent)による知財戦略の推進

知財戦略系
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標準化のマネタイズ
• 標準化で製品は売れるか？

• 長期的視点
• 標準化＝コモディタイズであり、一社独占的ヒット商品にならない。

• 短期的視点
• 市場への一早い投入、市場での新技術投入時期のコントロールによる先行優位機会を得る。

• 標準化によるメリット
• 企業プレゼンスの確立

• リーディングカンパニーとなること
• 先手優位の付加価値市場

• ブルーオーシャンも、時間とともに赤くなる。
• 粗製濫造の防止

• 規格、検査の明確化により、粗製濫造による市場混乱を抑止
• 上位数社でトレンドをコントロール

マーケティング＝現在のニーズ、イノベーション＝新たなニーズの創出である
標準化がマーケティングであるならば、標準化からイノベーションは生まれない

しかし、イノベーションでリーダーになるのなら標準化を使うことのメリットは大きい
©Data Trading Alliance



標準化に対する取り組みの比較
欧米、中

• 企業としてのチーム行動
• マーケティング主導
• 専門家、コンサルタントを活用
• 儲かるために標準を使う
• IEEE/IETF/Wi-FI Allianceにも、
同じメンバーが参加

• 国際標準化からスタート

日、韓
• 研究者の個人による行動
• 学術研究者が主導
• 自社プロパーがメイン
• 綺麗な標準を作る？
• IEEE/IETF/Wi-FI Allianceは、
別系統

• 国内標準化→国際標準化

標準化は、研究開発ではなく、ビジネスを支える土台である。
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標準化で成功するには

©Data Trading Alliance

多くの企業が興味を持つ提案であること

提案に賛成する企業が、日本国外に見つけられること＝国内でかたまっても世界標準にはならない。

ルールに則り、リーダーシップをとって活動する事

立ち上げから貢献して役職を手に入れる、技術貢献をしながら信頼を得る

提案から普及までの戦略（ストーリー）があること

デジュール・フォーラム包括的標準化推進体制の必要性

SDOとの連携では、明確なミッションがあること

（マーケティングと普及を担う）アライアンスのサポートが得られること



IEEE802.11ai FILS
• 既存802.11の課題を具体的にデータで指摘
• 802.11のリーダーシップのサポートを得る
• Study Groupの組成からシリコンベンダーと連携
• メジャーシリコンベンダーが参加
• SG、TGともにチェアポジションをキープ
• 2011 沖縄インターリムを招聘しプレゼンスを確立
• 国内での支援体制 Wi-FILS推進協議会を設置
• 論より証拠、国内実験のデモを可視化
• Wi-Fi Allianceへの提案ではキャリアと連携

©Data Trading Alliance



IEEE802.11bc eBCS

• 明確な問題定義
• 無線はそもそも放送向き。(範囲内のデ
バイスは受信できる)

• ブロードキャストの仕組み(グループア
ドレス)はすでにある

• コンテンツはリアルタイムで送信可能
• 免許不要
• セル範囲は広すぎず狭すぎず (半径数十

m程度)
• 高速 (〜数百Mbps)
• 低コスト
• 現在このように手軽な放送手段はない

• リーダーシップポジションと国際連携
• Chair

• MarcEmelmann / コーデンテクノインフォ
• Vice Chair 

• 森岡 仁志 /  SRCソフトウェア
• Stephen MCCANN/ RIM (WG Secretary)

• Technical Editor
• Carol ANSLEY/ Commscope

• Secretary
• Xiaofei WANG / InterDigital

• NTTによる実装デモが紹介される
• 2020/03 Wi-Fi Allianceでデモと提案予定
• 2021/05 札幌インターリムを招聘誘致
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データ流通に資する戦略的な標準化に向けて
（１）データ主導社会の実現は、我が国の産業活性化・国際競争力の強化に資する重要な社会使命である。

（２）データ取引市場等のデータ流通事業は、社会基盤として中立性、透明性、公平性が求められる。

（３）データ利用者・提供者にとって安心・安全なデータ流通の実現のため、データ流通事業者に対する
ガバナンス・遵法性の観点から自主的なルール及び一定の要件を満たす者を認定・公表し、社会的に
認知する仕組みを整備することで、遵守体制を確保する必要がある。

（４）データ流通、データ主導社会の発展のためには、データ流通事業者間の相互連携によるサービス提供、
データフォーマット等の整備を図っていく必要がある。

（５）データ提供者が安心かつスムーズにデータを提供でき、また、データ利用者が自身の欲するデータを容易
に判断して収集・活用できる技術的・制度的環境を整備することで、データ利活用を促進する。

データ流通事業の健全な成長、データ流通事業者及びその関連事業者による連携の推進、
適切な運営確保に取り組むため、2017年11月にデータ流通推進協議会を設立。
上記（１）〜（５）を設立趣旨に掲げ、個別文書の策定を行っている。



【参考】データ流通/利活用に関わる国際標準団体俯瞰図



DTAにおける国際標準化への取組み課題
a.グランドデザインの欠如
b.ユースケースシナリオの集積の不足
c.成果物の形態定義

国際標準化推進政策の課題
a.デジュール・フォーラム包括的標準化推進体制の欠如
b.SDOとの連携の明確なミッションの欠如
c.リーダーシップ人材の不足

我が国の国際標準化への取り組みの課題



 基本戦略
 DFFT(Data Free Flow with Trust)のための三極モデルの推進
 デジュール標準とフォーラム標準を並行して推進
 国際SDOで日本発のアクティビティを創出
 社会実装を含めた包括的活動を推進

課題を踏まえた戦略的標準化方策への提言



DTAの目指すデータ取引市場

PDS

データ
利用者

データ
利用者

データ生成
者データ生成

者

データ生
成者

データ生
成者

データ生
成者

データ生
成者

データ利
用者

情報銀行*1

データ
共有事業者

PDS

データ
取引市場運営

事業者

データ生
成者

情報銀行

データ利用
者

データ流通支援事業者(データブローカー)

データ生成者（個人・法人）
市場取引

相対・個別取引

データ
処理事業者

データ取引市場運営事業者は、自らが運営している市場で自己に有利な取引を行うことがないように中立性
が求められ、外観的な中立性が確保されるために、自らは取引に参加しないことが求められます。さらに、
特定の取引市場参加者に有利にならないように取引市場参加者に対しても中立性が求められます。

データ価値に対する中立性確保 不正取引に対する監視義務 情報提供者の保護義務
データ取引市場運営事業者の市場中立性

※「情報銀行」については、一般社団法人日本IT団体連盟
が「情報銀行認定」事業を実施
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• DTAによるデータ流通の定義：三極モデルが目指すところ

データ取引市場を構成する３つの機能



国際標準化に向けた取組の全体像

IEEE Industry 
Connections

◆デジュール標準とフォーラム標準を並行して推進
⇒ISOでのTCフォーメーション、IEEEでのWG設置の両建て。

◆国際SDOで日本発のアクティビティを創出
⇒参加ではなくリーダーシップをとりアクティビィティを創出

★社会実装を含めた包括的活動を推進
⇒概念から実装までの包括的活動を実施。



IEEE DTSI(Data Trading System Initiative)の設置
これまでの流れとこれからの予定

ICAID 
Approved

• 2019/06

HP launch • 2019/08

SASB 
meeting

• 2019/11

Internal 
meeting

• 2019/12

©Data Trading Alliance

DTSI

1st Call
•2020/01

EU

meeting
•2020/02

SASB meeting

Workshop
•2020/03

PAR 
Submission

•2020/04

PAR Approval • 2020/06

DTA

FIWARE

IDSAWEF

Indian Stack

国際連携を構築

新規WGの設置のため、ICComの承認
によるDTSI設置を提案し承認を得た。

IEEEの公式活動として、電話会議、
HPの策定、グループウェアの運用を
開始。

PARの策定と承認がゴール



IEEE DTSI

• IC19-006 Data Trading System Initiative (PDF)
In the context of increasing data generation through IoT and the 
ability to augment data through algorithmic decision making, this 
IC activity proposes that the sharing of data should shift from a 
centralized system to an autonomous distributed sharing model, 
called the data trading environment. In this environment, it is 
assumed that multiple different entities supply and receive data 
equitably from each other, and there has to be a compensation 
flow between the supplier and receiver. Multiple entities can trade 
data directly or through a mediator in this data trading 
environment. This IC Activity aims to propose new standards 
projects to enable this environment.

• Learn more about Data Trading System Initiative

©Data Trading Alliance

参考資料

https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/governance/iccom/IC19-006-DTSI.pdf
https://standards.ieee.org/industry-connections/datatradingsystem.html


IEEE DTSI HP 1／2
• Purpose: Create PAR(Project Authorization Document)

https://standards.ieee.org/industry-
connections/datatradingsystem.html

©Data Trading Alliance

参考資料

https://standards.ieee.org/industry-connections/datatradingsystem.html
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参考資料IEEE DTSI HP 2／2



Accomplishments 

• DTSI Home Page
• https://standards.ieee.org/industry-

connections/datatradingsystem.html
• DTSI Workspace

• https://ieee-sa.imeetcentral.com/dtsi/

©Data Trading Alliance

参考資料

https://standards.ieee.org/industry-connections/datatradingsystem.html
https://ieee-sa.imeetcentral.com/dtsi/


Leadership/ Officer

• Chair Protem
• Hiroshi Mano / DTA , appointed by ICCom

• Chair 
• Hiroshi Mano / DTA is running as a DTSI  Chair by self 

nomination.
• Confirm by 1st Web meeting.

• Secretary
• Ryuji Suzuki / DTA will be nominated by chair.
• Confirm by 1st Web meeting.

©Data Trading Alliance
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PAR draft 1/2
• 5.2 Scope: 
• This standard defines an architectural framework for the Data 

Trading System (DTS) between multiple entities including 
definition of terminology, taxonomy and relevant technology 
specification.

• The architectural framework for DTS provides a reference model 
and fundamental FIPPs (Fare Information Practice Principles).

• Furthermore, this standard provides a set of relevant technology 
such as 

• A) Reference architecture of advertising, mediating and discovery of 
Data Set over DTS.

• B) Reference of designing concept of data evaluation method.
• This standard leverage existing applicable standards and 

identifies planned or ongoing projects with a similar or 
overlapping scope by relevant SDOs.

©Data Trading Alliance
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Draft PAR 2/2
• 5.4 Purpose: To realize the benefits of data sharing, data flow from the data 

provider to the data receiver and compensation flow in the opposite direction 
shall occur, and that is defined as "Data Trading". Multiple entities can trade 
data directly or through a mediator in the "Data Trading" environment. To enable 
this environment, this standards will be required to maintain trusted data trading.

• 5.5 Need for the Project: The next large-scale transformation, leading to a 
human-centric society based on a system that highly integrates cyberspace and 
physical space has been termed Society 5.0 in Japan. Data sharing, augmented 
by algorithmic decision making/artificial intelligence and information technology, 
is a foundational building block to realizing this vision.

• A data-intensive sharing model, in which data is gathered by particular entities 
and provided to other parties, has to address many issues such as privacy 
protection and avoidance of undesirable business practices. In addition, data 
generation, which is growing rapidly through the spread of IoT devices, makes 
the need for efficient sharing more critical.

• Therefore, Standards for DTS improve data sharing over cross industry.
©Data Trading Alliance
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外部連携状況
• Expert recruiting (Introduced by IEEE-SA)

• Michael Guihot, Queensland University of Technology
• SRINIVASAGOPALAN VENKATARAMAN,WIPRO

• WEF
• Meeting with Data Policy Team at SF on Dec 2019
• Expecting to have a speaker for  workshop in India

• FIWARE FOUNDATION
• Signed up the corporate agreement 27th Jan
• Meeting in Berlin at 19th Feb

• IDSA
• Signed up the corporate agreement Feb
• Meeting in Berlin at 19th Feb 

©Data Trading Alliance
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DTSI Workshop

• Marc 3rd 2020
• New Delhi India

©Data Trading Alliance

参考資料



TimeLine

• 2020/Jan 30 1st meeting by WebCall with PAR draft 0.1
• 2020/Feb 19 2nd meeting (Face to Face) in EU 

• Outreach event with FIWRAE Foundation and IDSA
• 2020/Mar 3 3rd meeting (Face to Face) at INDIA

• Outreach event with IEEE-SA 
• 2020/Apr 4th meeting by WebCall to PAR finanize
• 2020/Jun SASB NesCom for PAR Aroval

©Data Trading Alliance
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国際標準化への
提言「再び」

Slide 45
©Data Trading Alliance

提言1
・フォーラム型標準を国家の技術戦略として位置づけ、定常的、長期的な
推進に取り組むべきである。

提言2
・フォーラム型標準の支援対象を、個人・個社からコンソーシアム支援型
へ転換し、業界横断型チームへの支援に取り組むべきである。

・支援を標準化参加にとどめず、人材育成やPoCなどコンソーシアムを通
して総合的な推進政策に取り組むべきである。

提言3
・国際標準化会合の誘致と実証試験を推進し、中期規模の予算計画で取り
組むべきである。

提言4
・国際標準化は、外交交渉能力が重要なことから、就労前から産学官連携
による国際標準化人材教育プログラムの策定をすべきである。

提言5
・研究助成における国際標準化要求は、具体的KPIと段階的支援を明確にし、
研究者の標準化取り組みに一定の指針を示すべきである。

提言6
・標準化の基盤となるテストベッド研究の推進をし、国際標準化の最先端
リファレンス環境提供者となるべきである。



【ご参考】2018年度大臣懇談会資料
（2019年2月14日発表資料より）

国際標準化の戦略的取り組みへの提言

©Data Trading Alliance



提言１
フォーラム標準を国家の技術戦略
として位置づけを

©Data Trading Alliance



フォーラム標準の推進政策
• デジュール標準

• ITUなど国、または地域としての代表による合議により推進する標準化。

• フォーラム標準
• 個別企業、個人の参加により推進する標準化。
• フォーラム標準は、社会実装力が強く経済影響力が⼤きい。
• フォーラム標準からデジュール標準への展開も、いまや当たり前。

• 従来の政策
• デジュール標準は、国の政策として定常的な予算措置を行い推進
• フォーラム標準は、民間主導で推進するものであり、国として支援が少ない

• 提案政策
• フォーラム標準について、デジュール標準同様に、国も定常的かつ長期的な活動推
進に取り組むべき。

©Data Trading Alliance



なぜフォーラム標準を国として取り組むのか
• フォーラム標準は

• 標準化により市場形成をリードする ブルーオーシャンを作る
• 常に市場成長モデルを示し、世界の流れを作る

• ICT分野においては、Proprietary は、もはや生き残れない。
• 特定の技術の標準化で、市場寡占をすることは出来ない。

• 市場をつくり市場をリードすることで、日本
の経済成長を牽引することこそが、技術の基
盤を強化する。

©Data Trading Alliance



提言２
フォーラム標準の支援対象を、個
人・個社からコンソーシアム支援
型へ転換を

©Data Trading Alliance



標準化に対する取り組みの比較
欧米、中
• 企業としてのチーム行動
• マーケティング主導
• 専門家、コンサルタント
を活用

• 儲かるために標準を使う
• IEEE/IETF/Wi-FI

Allianceにも、同じメン
バーが参加

• 国際標準化からスタート

日、韓
• 研究者の個人による行
動

• 学術研究者が主導
• 自社プロパーがメイン
• 綺麗な標準を作る？
• IEEE/IETF/Wi-FI

Allianceは、別系統
• 国内標準化→国際標準
化

標準化は、研究開発ではない。ビジネスを支える土台である。

©Data Trading Alliance



標準化チームの構成例
• 欧州チップベンダー

• Product Marketing Manager 1
• Specialist 2
• Engineer/Architect 1
• Application Engineering 1

• チームリーダー
• 事業部門の製品企画のマネジャーが中心となり、
チームを運用。

• 役割分担
• IEEE802.11、Wi-Fi Alliance、IETFでの要職を複
数人で分担

マーケティング、技術一体での推進こそが重要

©Data Trading Alliance



標準化のマネタイズ
• 標準化で製品は売れるか？

• 長期的視点
• 標準化＝コモディタイズであり、一社独占的ヒット商品にならない。

• 短期的視点
• 市場への一早い投入、市場での新技術投入時期のコントロールによる
先行優位機会を得る。

• 標準化によるメリット
• 企業プレゼンスの確立

• リーディングカンパニーとなること
• 先手優位の付加価値市場

• ブルーオーシャンも、時間とともに赤くなる。

• 粗製濫造の防止
• 規格、検査の明確化により、粗製濫造による市場混乱を抑止
• 上位数社でトレンドをコントロール

マーケティング＝現在のニーズ、イノベーション＝新たなニーズの創出である
標準化がマーケティングであるならば、標準化からイノベーションは生まれない

しかし、イノベーションでリーダーになるのなら標準化を使うことのメリットは大きい
©Data Trading Alliance



IEEE802.11のメンバーの分布の例

日本企業は、１社あたりの参加規模が圧倒的に少ない。

©Data Trading Alliance



なぜ、個人支援からコンソーシアム支援なのか
• 従来方式

• 標準化支援政策の対象は、研究者、技術者個人への研究開発助成
が主

• 従来方式の課題
• 支援対象が研究者・技術者に限られマーケティング部門が対象外
• リーディングではなく、情報収集レベルになってしまう
• 個社が、標準化活動に割り当てる経営資源に限界がある

• 提言方式
• 研究者個人や技術者個人に対する個別の旅費支援レベルから、一
定の業界団体によるコンソーシアムへの助成方式とすることで
マーケティング部門も対象となる。

• 複数の個社によるコンソーシアムにより、個社のリソース負担を
抑えながらも、標準化における影響力を増加

• コソンシーアムによる国内協力体制・教育体制の整備、PoCなど
の実証実験実施などを包含した総合的な推進が可能となる。
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提言３
国際標準化会合の誘致と実証試験
の取り組み支援を
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IEEE802.11aiにおける活動推移と国
内活動例
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なぜ、国際標準化会合の誘致と実証試験
の取り組み支援が重要なのか

• 会合誘致
• 強いSDOは、特定地域に依存せず世界規模で活動している。
• 国内での会合開催誘致は、国内参加者のプレゼンスをあげ
るとともに、若い世代にその実態を示す良い機会となる。

• IEEEなどでは、Outreach Programを積極的に行っている。
• ただし、メジャーなSDOの場合、誘致合戦も激しく、数年
先まで開催地が決まっているので、誘致するには長期的な
予算支援など必要。

• 実証試験
• IETFにおけるRough consensus and Running Code  にみ
るように、実装は標準化の流れを強く惹きつける

• 社会実装事例を示すことで、いち早くビジネスチャンスを
創出する

• 標準化への参加支援と並行して、実証実験PoCへの支援が
重要。
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提言４
産学官連携による国際標準化人材
教育プログラムの策定を
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標準化をリードする人材育成手法とは
• 経験者によるOJT

• 寄与文章を作ることではない
• コミュニケーションし、ソーシャライズすること
を実践させる

• シャドウコミッティ
• 擬似的な標準化会合を国内で行うことで、議事運
営などを学ぶ機会を与える

• 中国、インドは、取り組んでいる

• SDOとの直接的交流
• 標準化会合の開催を誘致する

©Data Trading Alliance



なぜ、産学官連携による国際標準化
人材教育プログラムが必要なのか
• 日本の個別企業では、十分なリソース確保と、経験蓄積が出来
ないのであれば、早期からの人材育成は、産学官連携で取り組
む必要がある。

• 標準化人材に求められるのは、外交交渉力
• 語学
• 論理思考
• ディベート
• 議事運営
• ノマティブテキスト

• 就労前に基礎的な外交交渉力を養成することが重要

©Data Trading Alliance



提言５
研究助成における国際標準化要求は
具体的KPIと段階的支援を明確に

©Data Trading Alliance



学術研究者に期待される標準化行動
• 技術の専門家として、良きアイデアの寄与
• 営利活動だけでは出来ない、研究、評価、試
験、解析結果の寄与

• 研究者の研究成果をビジネス展開したい営利
企業とのチームアップ

• 美しい標準ではなく、ビジネスになる標準に
対する寛容さが必要

• 自らがリードするのではなく、民間企業を担
ぐ

Or
• 自らが発案し、リーダーシップとなる
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なぜ、研究助成における国際標準化要求は、
具体的KPIと段階的支援を明確にするのか

• 現状
• 競争的資金などの研究助成において、”国際標準化の推進”という包括的な要
求が盛り込まれているが、実態として研究者だけでは標準化は出来ない。

• 提案
Phase毎の明確なKPIを示し、クリアしたら次段階へという評価管理
を明確にすることで、実りある標準化が進む

• Phase1 国際標準化の調査をする
• Phase2 国際標準化に寄与する
• Phase3 国際標準化をリードする
• Phase4 社会実装をする

研究開発において、何の国際標準をどこのSDOで、いつまでにどう
するのかを明確に求めることが重要。

国際標準化や社会実装の加速にあたっては、国際共同研究等を通じ
た仲間作りも重要。
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提言６
標準化の基盤となるテストベッド
研究の推進を
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なぜ、標準化の基盤となるテストベッド
研究の推進が必要なのか?

• 標準化の課題
• 新たな方式の提案は、提案者の独自基準によるシミュレー
ションなどに基づくものが乱立している。

• 標準化される技術の評価は、後追いになっている。
• 世界が認める新技術の評価基盤を提供することで、日
本が国際標準化の最先端リファレンス環境提供者とな
る。

• 具体的には、真に再現性、再利用性、可用性の高いテ
ストベッドを構築、運用することで、ICTのニュルブ
ルクリンクとなる。

• 例えば、NICTの進めている有・無線統合テストベッド(エ
ミュレータなど)
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