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第１章 はじめに 1 

電気通信番号制度は、令和元年５月に施行された電気通信事業法の改正（電気通信事業2 
法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 243 
号））により見直され、総務大臣が電気通信番号の使用に関する条件等を定めた電気通信番4 
号計画を作成することが法定された。また、電気通信番号を使用して電気通信役務を提供5 
する電気通信事業者については、総務大臣による電気通信番号の指定の有無にかかわら6 
ず、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣からの認定を受けた上で、それに適合する7 
ように電気通信番号を使用しなければならないとされた。 8 

この制度の見直しから約５年が経過し、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行が令和9 
７年１月に完了する見込みであることをはじめ、電気通信市場や社会環境には変化が生じ10 
ており、この変化に伴う課題や電気通信番号のニーズ等に対応する必要が生じている。 11 

具体的には、事業者間の網間信号接続 1について、令和７年１月の公衆交換電話網12 
（PSTN）の IP網への移行完了見込みに伴い、従来の事業者間の接続方法に変化が生じる見13 
込みであり、現行制度との整合について見直しの必要が出てきている。 14 

また、IP網への移行後における固定電話番号の事業者間相互の番号ポータビリティにつ15 
いても、これまで例外の有無について全体的な検討がされておらず、現行制度上の見直し16 
の必要がないか確認する必要が生じている。 17 

さらに、特殊詐欺等の犯罪に電気通信番号が悪用される例が後を絶たず、最近では、電18 
気通信番号使用計画の認定を受けた事業者が特殊詐欺に関与し逮捕・起訴、実刑判決に至19 
った事例も増加しており、社会的な問題となっている。このため、電気通信番号の犯罪利20 
用に対する対策を検討する必要が生じている。 21 

本報告書は、これらの検討課題のうち、電気通信番号の犯罪利用に対する対策について22 
検討を行った結果をとりまとめたものである。 23 

  24 

                                            
1 網間信号接続 中継系伝送路設備を用いた接続 
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第２章 電気通信番号の犯罪利用に対する対策について 25 

１．検討の背景 26 

１．１ 電気通信番号の犯罪利用の動向 27 
特殊詐欺 2をはじめ、電気通信番号が犯罪に悪用される例は従来から存在しており、そ28 

の数も増加するなど深刻な状況が続いている。 29 
特殊詐欺は平成 16年頃から社会的な問題として認識し始められ、当時は匿名のプリペ30 

イド携帯電話が使用されていたことから、平成 18年 4月には携帯音声通信事業者による31 
契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成 1732 
年法律第 31号。以下「携帯電話不正利用防止法」という。）を施行し、本人確認等の義33 
務づけが措置された。また、平成 20年には当該本人確認義務の対象にレンタル携帯電話34 
も追加されたことで、特殊詐欺の認知件数は大きく減少した。 35 
一方で、携帯電話番号の犯罪利用が少なくなる中で、徐々に固定電話番号を利用した36 

電話転送サービスの悪用が増加した。令和元年に新たな電気通信番号制度が創設され、37 
電話転送役務提供時の本人確認及び設備設置確認が義務づけられたこと、また、同年９38 
月には、特殊詐欺に利用された固定電話番号を利用停止にする対策 3等を講じたことによ39 
り、固定電話番号の犯罪利用は減少傾向となった。 40 
最近では契約者が不明な 050IP電話（いわゆる 050アプリ電話）の特殊詐欺利用が大41 

きく増加し、これについても携帯電話不正利用防止法の本人確認義務の対象とした結42 
果、減少傾向となってきている。 43 
以上のように、電気通信番号は、様々な種別が犯罪に悪用されている。対策を講じて44 

は一旦悪用は減少はするものの、次には番号種別を変えて新たな手段が登場し、いたち45 
ごっこの状況が続いている。 46 

                                            
2 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特

定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗を含む。)の総称。(警察

庁「令和５年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について（確定値版）」から抜粋)。 
3 総務省「電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等」（令和元年9月27日）

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000068.html  

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000068.html
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図表 1 特殊詐欺に使用された電話サービスの変遷 47 

 48 
出典 特殊詐欺認知・検挙状況について（警察庁）https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html より作成 49 

 50 
さらに、最近では、総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者が、特51 

殊詐欺に使われると知りながら電話回線を提供したとする詐欺幇助の罪で逮捕・起訴さ52 
れ、判決に至った例も顕在化している。 53 
 54 

図表 2 特殊詐欺に関与し逮捕・起訴された事業者の報道資料 55 

 56 
 57 

１．２ 電気通信番号の有限資源性及び社会における位置付け 58 
電気通信番号は、ITU（国際電気通信連合）が定める国際的なルールにより桁数等の制59 

約がある有限希少な資源であり、各国が配分や使用の手続を定めている。我が国におい60 



4 

ては、総務省が電気通信番号を管理しており、必要に応じて、事業者に電気通信番号を61 
指定している。 62 
電気通信番号は、これまで主に通話サービスに利用されてきたが、現在、その用途は63 

徐々に拡大し SMS等の多様なサービス等にも利用されている。これらのサービスは国民64 
の社会経済活動を支える基盤となっており、電気通信番号はそれらを構成する上で必要65 
な要素となっている。最近では、固定電話網の IP網への移行や IoTの普及等により、電66 
気通信番号のニーズはさらに高まっているといえる。 67 
 68 

図表 3 電気通信番号の有限資源性 69 

 70 

 71 
１．３ 電気通信番号を取り巻く社会のあるべき姿 72 

電気通信番号は有限希少な資源で、社会経済活動を支える基盤となるサービスを構成73 
する上で必要な要素であり、そのニーズがさらに高まっていることを踏まえれば、電気74 
通信番号を取り巻く社会としては、以下のような姿があるべきものとして求められる。 75 
 76 
 国民生活や経済活動において、有限希少な電気通信番号がニーズ等に合わせて適77 

切に利用できる状態にすること 78 
 電気通信番号が使用されているサービス（固定電話、携帯電話等）を利用者が安79 

心して使えるようにすること 80 
 81 

この実現のためには、電気通信事業を所管する総務省だけではなく、関係行政機関や82 
事業者等がそれぞれの立場で対策を講じ、連携していくことが必要である。 83 
電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」という。）は、電気通信番号の有84 

限資源性を踏まえ、その適正な管理を目的として電気通信番号制度を規定している。翻85 
って特殊詐欺の犯罪に利用された電気通信番号を見てみると、関係事業者の逮捕や事実86 
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上の事業廃止によってその電気通信番号が一定期間使用されなくなるケースも多く、電87 
気通信番号の有限資源性の観点から問題である。このため、電気通信番号の犯罪利用に88 
ついては、電気通信事業法の範疇において、一定の対策を講じることが可能と考えられ89 
る。 90 
このため、まずは、電気通信事業法の下で講じられる対策を優先的に検討し、その対91 

策の実効性を評価しつつ、新たに必要な対策については検討を継続していくことが適当92 
である。並行して、事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の双方で対応93 
していくことが適当である。 94 

 95 
１．４ 電気通信番号制度の見直しの意義 96 

これまで、様々なサービスを活用した犯罪への対策としては、当該サービスを提供す97 
る事業者と利用者の間に着目し、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法98 
律第 22号。以下「犯収法」という。）及び携帯電話不正利用防止法によって、契約者に99 
対する本人確認が義務づけられてきた。 100 
一方、最近では、総務大臣による電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者が、使101 

用できるようになった電気通信番号を特殊詐欺グループに提供し、特殊詐欺の幇助とし102 
て実刑を受けているケースが顕在化している。そして、そのように犯罪に利用された電103 
気通信番号は、関係事業者の逮捕や事実上の事業廃止によって使用されていないケース104 
も多い。 105 
このため、これまで対策が講じられてきた事業者と利用者間のレイヤーだけではな106 

く、それより上のレイヤー、つまり、事業者が電気通信番号の使用が可能となる段階に107 
おいて、電気通信番号の適正な管理の観点から、電気通信番号制度の見直しを行うこと108 
が必要であり、このような見直しを行うことが、特殊詐欺の犯罪対策にもつながり、適109 
当と考えられる。 110 
 111 

図表 4 事業者が特殊詐欺に関与するケース 112 

 113 

  114 

総務大臣

事業者

利用者

事業者

認定・番号の指定 認定

番号の提供

サービスの提供

協力して特殊詐欺に関与
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２．対策の検討 115 

２．１ 現行の電気通信番号制度について 116 
  対策の検討を行う前提として、現行の電気通信番号制度について整理する。 117 
  現行の電気通信番号制度は、令和元年に創設され、電気通信番号を使用して役務提供118 
を行う全ての事業者は、総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けることが義務119 
づけられている。 120 
当該認定を受ける形態としては、① 電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認121 

定を受けるとともに、電気通信番号の指定も受ける場合（このような場合の事業者を122 
「指定事業者」という。）、② 電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認定を受け123 
るが、電気通信番号については他の事業者から提供を受ける場合（このような場合の事124 
業者を「非指定事業者」という。）、③ 総務大臣が定めて公示する標準電気通信番号使用125 
計画 4と同一の電気通信番号使用計画を自ら作成し、認定を受けたとみなされる場合（こ126 
のような場合の事業者を「みなし認定事業者」という。）の３つがある。 127 
 128 

図表 5 電気通信番号制度の概要 129 

 130 
 131 

電気通信番号の管理の一環として、総務大臣は、認定を受けた事業者（以下「認定事132 
業者」という。なお、みなし認定事業者も含む。）から、毎年、電気通信番号の使用状況133 

                                            
4 標準電気通信番号使用計画（令和元年総務省告示第７号） 

電気通信番号計画（番号の使用条件等）

電気通信
番号使用計画

標準使用計画

利用者

■総務大臣

■事業者

電気通信
番号使用計画

番号の卸提供

利用者 利用者

番号

認定 認定 みなし認定指定

番号の指定を
受けない事業者

番号の指定を
受ける事業者

■利用者

認定認定

番号の使用形態が卸元と異なる 番号の使用形態が卸元と同じ

（標準使用計画と同一の）
番号使用計画
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の報告を受けており（電気通信事業報告規則（昭和 63年郵政省令第 46号）第８条）、こ134 
の報告に基づき、総務省では、認定事業者のリストを作成し、総務省のホームページで135 
公表している 5。 136 
 137 

図表 6 電気通信事業報告規則第８条に基づく電気通信番号の使用状況報告 138 

 139 
 140 

（１）認定の欠格事由 141 
法第 50条の３は、電気通信番号の適正な管理の観点から認定の欠格事由を規定してお142 

り、これに該当する場合は、認定を受けることができない。具体的には、通信関係法令143 
に違反した者や登録の取消しを受けた者等が定められている。 144 

 145 
  146 
（２）認定の基準 147 

法第 50条の４は、認定の基準について定めている。 148 

                                            
5 総務省 認定事業者の公表 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/new_framework.html  

認定後の対応 電気通信事業者 総務省凡例 違反時における法律上の担保

電気通信番号の使用状況を報告（年１回）

使用状況報告に基づき、
事業者リストを総務省のWebページに公開

30万円以下の罰金
（第188条第17号）

報告を行わなかったとき、
若しくは虚偽の報告を行ったとき
（第166条第1項違反）

報告対象番号（IMSIは対象外） 自ら指定を受けた
利用者設備識別番号

卸電気通信役務の提供を受けて使用する
利用者設備識別番号

報告対象事業者 当該指定を受けた事業者 当該番号を使用する事業者
※みなし認定の場合を除く

みなし認定の対象事業者

電気通信番号の種別 ○ ○ ○
卸元事業者名 ー ○ ー
 電気通信番号使用計画の作成状況
（作成日・最終更新日等） ー ー ○

番号使用数 ○ ○ ○
卸提供を行う番号数 ○ ○ ○
電話転送役務の提供数 ○ ○ ー

番号未使用数 ○ ○ ○
卸提供を行う番号数 ○ ー ー
永続的に使用予定のない番号数 ○ ー ー

番号休止数 ○ ー ー
番号ポータビリティ実施状況 ○ ー ー
卸電気通信役務の提供状況 ○ ※卸電気通信役務の提供を行う場合に限る

（使用状況報告の内容）

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号） 

（欠格事由） 

第五十条の三 次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。 

一 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑（こ

れに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがな

くなつた日から二年を経過しない者 

二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に

相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日

から二年を経過しない者 

三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/new_framework.html
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具体的には、総務大臣は、電気通信事業者から電気通信番号使用計画の認定の申請を149 
受けた場合、基準をはじめとする要件に適合するかを確認し、適合すると認めるときは150 
認定しなければならないとされている。現行の認定基準は、電気通信番号の有限資源性151 
を踏まえて、その使用の必要性、公平性、効率性の観点から規定されている。 152 

 153 
 154 

図表 7 電気通信番号使用計画の認定の基準 155 

 156 

 157 
現行制度では、認定の申請を受けようとする事業者が特殊詐欺の実刑を受けていた158 

り、事後的に認定事業者が特殊詐欺の実刑を受けたとしても、それだけでは欠格事由や159 
認定基準の違反とはならず、認定の取消しも含めて電気通信事業法上の対応が行われて160 
いない状況にある。 161 

 電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切であること
 指定を受けようとする利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし指定可能であること
 その他総務省令で定める条件に適合していること

電気通信事業法に規定する認定基準（第50条の4）

電気通信番号規則（令和元年総務省令第4号）に規定する認定基準（第6条）
 指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供に必要かつ合理的であること
 指定を受けようとする番号区画ごとの固定電話番号が、相当程度の需要が見込まれ、役務提供計画に確実性
があること

 付番に関する事項が、利用者に対する公平性を確保し、効率的な利用者設備識別番号の使用を確保してい
ること

 電気通信番号の管理に関する事項が、卸電気通信役務の提供の観点からも適切であること

電気通信番号計画（令和元年総務省告示第6号）総則
 電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること
 電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること
 利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること
 電気通信番号の効率的な使用を図ること
 利用者設備識別番号については、使用に関する条件によること

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号） 

（認定の基準） 

第五十条の四 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信

番号使用計画（同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。）が次に掲げる要件に

適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 

一  申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。 

二  申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができ

るものであること。 

三  前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。 
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図表 8 認定の流れと違反時のおける法律上の担保 162 

 163 
 164 

２．２ 関係者ヒアリング 165 
（１）電気通信番号を使用した犯罪の現状 166 

電気通信番号を使用した犯罪の現状について警察庁へヒアリングを行ったところ、内167 
容は以下のとおりであった。6 168 

 169 
 ＜電気通信番号を使用した犯罪利用の現状＞ 170 

 令和 6年３月末現在の特殊詐欺の被害は、昨年同期に比較して件数約 17％、被害額 5％減少した171 
が、１日当たり被害額は約 1億円と高水準が続いているなど依然として深刻な状態。 172 

 典型例は、総務大臣から認定を受け、他の事業者から番号の提供を受けて番号が使用可能になっ173 
た事業者が、番号を特殊詐欺グループに提供し、特殊詐欺グループがその番号を使って電話口で174 
詐欺を実行するケース。 175 

 特殊詐欺に関与した悪質事業者の代表者が詐欺幇助等の犯罪で逮捕されるケースは複数あるが、176 
会社自体が解散された例は少なく、登記上は存在することが多い。そのような事業者が経営者や177 
社名を変えるなどして活動を再開することが懸念される。 178 

 179 
＜警察庁の意見＞ 180 
 利用番号や販売拒否の停止は対症療法であり事業者だけの取組には限界があることから制度上の181 

対応が重要。 182 
 認定取得済み事業者が悪質事業者であった場合には、認定取消しを含め、市場から排除できるよ183 

うな仕組みが望まれる。 184 
 他人の名義を使用するなどして、短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者に大量の番号が販185 

売されないような仕組みが望まれる。 186 

                                            
6 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第１回）（令和６年６月３日）でヒアリングを実施。 

認定の流れ等

電気通信番号使用計画の認定申請

審査：欠格事由の該当性
認定基準への適合性

電気通信事業者において対応する事項

総務大臣において対応する事項凡例

電気通信番号使用計画の認定
（＋電気通信番号の指定）

※電気通信番号の指定の追加・削減についても、電気通信番号使用計画の変更と
して認定申請が必要

※軽微な変更については、その旨を遅滞なく総務大臣に届け出る必要。

電気通信番号使用計画の変更認定申請

審査：欠格事由の該当性
認定基準への適合性

変更認定（＋番号指定）

200万円以下の罰金
（第186条第１項第８号）

適合命令
（第51条）

認定の取消し
（第50条の９第４号）

違反時における法律上の担保

認定を受けた電気通信番号
使用計画と異なる役務を提供

認定を受けずに電気通信番号を
使用した役務を提供

（第50条の２第１項違反）

200万円以下の罰金
（第186条第１項第９号）

変更の認定を受けずに電気通信
番号を使用した役務を提供

（第50条の６第１項違反）
従わない場合
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 悪質事業者の参入抑止には、番号提供の際に、本人確認・当人確認を行う仕組み、あるいは、番187 
号販売時における電気通信番号使用計画の認定を受けていることの確認をより厳格に行える仕組188 
みを導入することなどが有効と考える。 189 
 190 

図表 9 特殊詐欺被害の推移 191 

 192 
出典 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第１回） 193 

資料１-３「電気通信番号の犯罪利用～「特殊詐欺事件」に悪用される電話～」 194 
 195 
（２）消費者団体からの意見 196 

消費者団体である主婦連合会へヒアリングを行ったところ、内容は以下のとおりであ197 
った。7 198 

 199 
＜消費者団体の意見＞ 200 
 電話サービスの詐欺利用に対しては、これまでの対策が行われてきたが、現状問題解決には至201 

っていないことから、制度整備が必要。 202 
 総務省は電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者のリストを公開しているが、その中には203 

特殊詐欺に関与し、逮捕・起訴・有罪となった事業者が存在しているのは問題。 204 
 番号を悪用する認定事業者は、認定を迅速に取り消し、また再認定が容易に行われないような205 

制度を整備することが必要。  206 
 総務省が認定を行う際に、番号の不適正利用のおそれが疑われる事業者については認定を行わ207 

ないための仕組みが必要。 208 
 事業者は、卸提供を含めて番号の提供を行う際には、番号が不適正に利用されないための対策209 

を講ずるべきではないか。 210 
 211 
                                            
7 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第２回）（令和６年６月７日）でヒアリングを実施。 

件 億円

被

害

額

認

知

件

数

１日当たり
被害額

0.97億円

３月末現在の被害
(対前年同期比）

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R4(3) R5(3)
認知件数（件） 13,392 13,824 14,154 18,212 17,844 16,851 13,550 14,498 17,570 19,033 4,533 3,741

被害額（億円） 565.5 482.0 407.7 394.7 382.9 315.8 285.2 282.0 370.8 441.2 93.2 88.5
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（３）事業者における犯罪利用対策 212 
事業者及び事業者団体から電気通信番号の犯罪利用対策として実施している取組につ213 

いて、ヒアリングを実施した。8 214 
事業者団体からは番号利用停止スキーム等の取組の紹介があり、特に一般社団法人 215 

日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）からは、犯罪対策等を講じている優良な事業216 
者を評価する自主的な制度の構築について紹介があった。 217 
各事業者からは、個別に取り組んでいる対策について紹介があり、複数の事業者で以218 

下の①～⑥の取組を実施しているとの紹介があった。しかし、事業者によってその具体219 
的な内容及び粒度にばらつきがあった。 220 
① 卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることの確認 221 
② 電気通信番号提供数の制限 222 
③ 本人確認 223 
④ 当人確認 224 
⑤ 与信審査 225 
⑥ 二次卸の禁止 226 
 227 

 ＜一般社団法人 電気通信事業者協会（TCA）＞ 228 
 「オレオレ詐欺等対策プラン」（令和元年６月 25日犯罪対策閣僚会議決定）において、「特殊229 

詐欺に利用された固定電話番号の利用停止をはじめとする実効性のある対策を講じる」とされ230 
たことを受け、特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の運用・検討等のため、令和231 
元年９月に部会を設置。 232 

 総務省からの通知に基づき、特殊詐欺対策検討部会に参加する会員事業者は、県警等からの要233 
請に応じ、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止や悪質な利用者への新たな固定電234 
話番号の提供拒否等を実施。 235 

 関係機関等と連携した取組みにより、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の悪用への対策に236 
寄与。 237 

（参考）令和５年末までの利用停止等の件数 238 
 固定電話番号 ：12,665 件 239 
 050IP電話番号 ： 9,482 件 240 

 241 
＜一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）＞ 242 
 総務省、警察庁、TCA と連携し、番号利用停止等スキームを運用。特殊詐欺に利用された番号243 

の即時停止を実施。 244 
 電話番号を利用する不適正な事業者・サービスに関する申告窓口を設置。総務省・警察庁と連245 

携して申告・不適正な事案に対処。 246 

                                            
8 一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）については電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第１

回）（令和６年６月３日）、関係事業者及び一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）については電気通信

番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第２回）（令和６年６月７日）でヒアリングを実施。 
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 最新の法令を周知して市場の健全化を目指すため、電気通信事業者を対象としてセミナーを複247 
数回開催。 248 

 総務省との連携の下、TCA、一般社団法人日本インターネットプロバイダ協会（JAIPA）等と連249 
携して、事業者による自主的な評価制度を構築中。本評価制度では優良な事業者を評価するも250 
ので、これにより、適正な事業者同士の卸提供契約の実現と、利用者が契約先事業者を選定す251 
る際の指標としての活用を期待。   252 

  253 
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３．対策の方向性 254 

３．１ 主な意見 255 
現行の電気通信番号制度の確認や関係者ヒアリングにおいて、構成員等及び事業者等256 

から示された主な意見は以下のとおりである。 257 
 258 

（１）現行の電気通信番号制度に関する構成員からの意見 259 
 電気通信番号使用計画の認定基準については犯罪利用に関するものが入っていない。また、認260 

定後に行う使用状況の報告においても、番号の犯罪利用に関する内容の報告を求めておらず、261 
犯罪利用に関わったことによる法律上の担保がないと感じる。 262 

 逮捕・起訴され判決に至った認定事業者が、現在も認定を受けているのは問題なのではない263 
か。 264 

 特殊詐欺に関与し、逮捕・起訴・有罪となった事業者でも、現在の番号制度では特殊詐欺など265 
の犯罪に関与したことをもって認定の欠格事由とすることはできず、総務省が公開する認定事266 
業者リストに引き続き掲載されていることは問題。 267 

 現行の認定基準は、公平、効率的な電気通信番号の使用等の観点からのみ規定されているが、268 
この点を見直して、番号の不適正利用のおそれが疑われる事業者の認定を行わないための制度269 
上の仕組みが求められるのではないか。 270 

 電話番号が特殊詐欺などに悪用されているという実態を考えると、何らかの制度的な対応が必271 
要。 272 

 犯罪に結びつくおそれのある番号の制度であっては、我々が安心して電話番号を使うことがで273 
きない。 274 

 275 
（２）対策の方向性（総論）に関する構成員からの意見 276 

 刑事的な世界での対処も考慮しつつ、軸となる電気通信事業法の中で、行政法的な手だてを考277 
えていく議論が必要。 278 

 犯罪利用対策としては、電気通信事業法を見直して、必要な制度をインストールしていくとい279 
う方向が適当。 280 

 電気通信事業法の第１条（目的）では「電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利281 
用者等の利益を保護し」との記載があるが、この「利益」の中には、安心して安全に電話番号282 
制度を利用するというところも含まれるもと考える。 283 

 世間的には、総務大臣が行う認定には犯罪に利用されていない適正な利用も含めて認定してい284 
るという期待があるのではないか。このため、電気通信事業法の中で、その担保が必要となる285 
のではないか。 286 

 番号の使用状況報告を行っていない事業者の全てが悪質な事業者とはいえないことも考慮に入287 
れる必要があるのではないか。 288 

 番号制度の見直しを行った上で、JUSAが構築しようとしている事業者評価制度等と協力してい289 
くやり方もあるのではないか。 290 

 291 
（３）対策の方向性（各論）に関する構成員からの意見 292 

＜欠格事由・認定基準に関する意見＞ 293 
 犯罪利用に関する認定基準や欠格事由を設けるというのが一つの方法として考えられるのでは294 

ないか。 295 
 欠格事由に該当していることを認定申請時や認定後に申告してくるとは考えにくい。このた296 

め、疑義がある場合にはしっかり調査する仕組みが重要。また、欠格事由への該当についての297 
虚偽申請や申告していなかった場合に何らかの強力なペナルティーや制裁が必要なのではない298 
か。 299 
 300 
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＜事業者の取組に関する意見＞ 301 
 特殊詐欺に関与した事業者が起訴され、判決が出るまでには相当な時間が必要となる。このた302 

め、不適正利用の防止の観点からどのような対策を講じることが有効か考える必要があるので303 
はないか。 304 

 認定の取消しだけで抑止力、制裁となり得るのか検討が必要ではないか。例えば、短命覚悟で305 
犯罪利用する事業者に対しては、番号の提供元事業者が提供を行う際に対策を講じることが有306 
効なのではないか。 307 

 番号の犯罪利用対策については、例えば、卸先事業者の確認、提供数の制限、使用計画の認定308 
の確認、本人確認、二次卸の制限等が考えられるのではないか。 309 

 事業者及びその卸元事業者に対し、提供した番号を犯罪に利用させたことの責任を負わせると310 
いうこともありうるのではないか。 311 

 電気通信番号の卸提供を行う事業者に対し、卸提供契約時に相手方の本人確認を行わせること312 
に加え、当該番号が不適正に利用されないための対策等を講じさせるよう制度上の措置が必要313 
ではないか。 314 

 例えば二次卸などを原則禁止として、二次卸に至る場合には、厳しい確認の要件を課すという315 
ようなやり方もあるのではないか。 316 

 卸先事業者が電話をユーザーに提供する際の本人確認等をもっと明確にしていくということ対317 
策として有効ではないか。 318 

 各社が行っている犯罪利用対策の中で有効なものを全事業者が実施することで、悪用の可能性319 
を減らしていけるのではないか。 320 

 制度整備にあたっては、事業者が対応可能で一定の効果が上げられる制度とする必要がある。 321 
 322 

（４）対策の方向性（各論）についての事業者意見 323 
＜卸先事業者の適正性の判断に関する意見＞ 324 
 提供先事業者が怪しいかどうかあらかじめ判断することは困難（判断基準がない）。 325 

 326 
＜犯罪利用対策の義務づけに関する意見＞ 327 
 具体的にどのような対策が義務づけられるかが明確でないと事業者としてコメントできない。 328 
 過度なものとならないよう実行可能性の観点からも検討して欲しい。 329 
 日本市場の活性化、国際競争力の確保をおこないつつ、犯罪対策にもつながるような対応が理330 

想ではないか。 331 
 電話転送役務の提供にあたっては番号制度と犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が必要であ332 

るが、これは中小の電気通信事業者でも実施をしているものである。このため、同様の内容を333 
課すのであれば KYCプロセスの義務化に問題はないのではないか。 334 

 KYC プロセスの義務化の検討を行うにあたっては、事業者の対応も必要だが、利用者等に理解335 
いただく必要がある。個人情報の提出を求めるのは、仮に制度で定められていても利用者から336 
理解を得るのが難しい。 337 

 KYC については、法律上義務化された方が利用者に対して説得力がある。 338 
 339 
３．２ 対策の方向性 340 

前述のとおり、電気通信番号は有限希少な資源であると同時に、通話サービスだけで341 
はなく SMS等の多様なサービスに利用され、国民の社会経済活動を支える重要なインフ342 
ラを構成するものであると言える。また、固定電話網の IP網への移行や IoTの普及等に343 
より、電気通信番号のニーズはますます高まっている。 344 
このように社会の重要なインフラを構成する電気通信番号が特殊詐欺等の犯罪に使用345 

されている状況を看過することは、国民が安心して電話サービスを利用することができ346 
なくなるおそれがあり、ひいては円滑な社会経済活動に支障が生じるおそれがある。ま347 
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た、犯罪に使用された電気通信番号は一定の期間、使用されないケースも多く、電気通348 
信番号の有限資源性、電気通信番号の適正な管理という観点からも問題である。 349 
法の目的（第一条）は、「電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保」を規定してお350 

り、このような状況を是正することは、この目的に合致するものであり、法の下にある351 
電気通信番号制度の見直しを行うことによって、電気通信番号の特殊詐欺等への使用を352 
排除する対策を講じていくことが適当である。 353 
関係者ヒアリングや構成員からの意見を踏まえれば、現行の電気通信番号制度につい354 

て、具体的には以下の事項を見直すことが適当である。 355 
 356 
① 欠格事由 357 
② 事業者の取組 358 
③ 認定基準 359 
④ 認定の取消事由 360 

 361 
３．３ 欠格事由の見直し 362 
（１）欠格事由に追加すべき事由 363 

現行の認定の欠格事由は、通信関係法令に違反した者や登録の取消しを受けた者等が364 
定められている。電気通信番号を特殊詐欺に悪用した場合は現行の欠格事由に該当しな365 
いため、欠格事由を追加することが考えられる。 366 
そもそも欠格事由は、行政庁の判断により許認可の対象として適切ではないと考えら367 

れる者をあらかじめ許認可の対象から排除するものである。他方で、行政庁の裁量が過368 
大にならないよう、その内容はあらかじめ明確に示すこと、また、一般国民の経済活動369 
の自由等を制限する側面もあるため、内容には合理性、必要性があることが求められ370 
る。 371 
このため、本見直しの目的が、電気通信番号の特殊詐欺への犯罪利用を排除し、電気372 

通信番号の適正な管理を担保するということに鑑みれば、欠格事由に追加する項目は、373 
特殊詐欺として立法事実のある犯罪とすることが適当である。 374 
具体的には、直近の特殊詐欺の罪状を踏まえると、欠格事由として規定することが適375 

切な犯罪として、窃盗（刑法（明治 40年法律第 45号）第 235条）、詐欺（刑法第 246376 
条）及び電子計算機使用詐欺（刑法第 246条の２）が適当と考えられる。 377 

 378 
 379 
 380 
 381 
 382 
 383 
 384 
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図表 10 特殊詐欺の検挙件数 385 

罪名等 令和３年 令和４年 令和５年 

特殊詐欺 
検挙件数（件） 6,600  6,640  7,212  

検挙人員（人） 2,374  2,458  2,455  

詐欺・電子計算機使用詐欺 
（オレオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、 

融資保証金詐欺、還付金詐欺、金融商品詐欺、 

ギャンブル詐欺、交際あっせん詐欺、 

その他の特殊詐欺） 

検挙件数（件） 4,639  4,507  5,296  

検挙人員（人） 1,777  1,915  1,962  

窃盗 
（キャッシュカード詐欺盗） 

検挙件数（件） 1,961  2,133  1,916  

検挙人員（人） 597  543  493  

 出典 特殊詐欺認知・検挙状況等(令和５年・確定値)について 統計データ（警察庁）から作成386 
https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2023.xlsx  387 

 388 

 389 
 390 
（２）追加した欠格事由の運用 391 
  特殊詐欺として立法事実のある犯罪を欠格事由に追加した場合、当該事由は現行の欠392 
格事由と異なり、総務省が所管していない法令に関するものとなることから、その適切393 
な運用が課題となる。 394 
所管外の法令を欠格事由として規定している例は、他の法律においても存在している395 

ところ、その場合の運用としては、欠格事由に該当しない旨の誓約書を提出させた上396 
で、当該誓約書に疑義があると認められる場合は、市町村等に犯歴等の照会を行うこと397 
としていることが一般的であった。 398 
したがって、電気通信番号制度においても、認定の申請時（変更申請時を含む）に欠399 

格事由に該当しない旨の誓約する書面を提出させることによって、欠格事由該当性を判400 
断する運用とすることが適当である。なお、法第９条による登録の申請でも、当該登録401 
の欠格事由に該当しないことを誓約する書面を添付が義務づけられている。 402 
また、認定後も欠格事由の非該当性を担保するため、電気通信事業報告規則第８条に403 

基づく電気通信番号の使用状況報告で、欠格事由該当性の有無についても報告を求める404 
ことが適当である。 405 

 406 
（３）その他欠格事由に追加すべき事由 407 
  現行の認定の欠格事由には、認定の取消しを受けた者に関する規定がない。 408 

刑法（明治 40年法律第 45号） 

（窃盗） 

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

（詐欺） 

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 

（電子計算機使用詐欺） 

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不

正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に

係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十

年以下の懲役に処する。 

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2023.xlsx
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一般的に、許認可の欠格事由には、当該許認可を取り消された者が規定されているこ409 
とが多く、これは、許認可を取り消されたような者がただちに当該許認可の申請を行っ410 
ても、当該許認可を受けるに適切ではないと考えられるためである。 411 
ここで、今般、後述する事業者への取組の義務づけを新設する場合、当該取組が講じ412 

られておらず、電気通信番号の管理が杜撰で特殊詐欺等の犯罪の温床になっているな413 
ど、公共の利益が阻害されていると認められるようなときは、認定の取消しの対象とな414 
り得る。そして、このような事由で認定の取消しを受けた者は、当面の間、電気通信番415 
号の適切な使用が期待できないと考えられる。 416 
このため、今般の見直しに合わせて、認定の欠格事由に認定の取消しを受けた者を追417 

加することが適当と考える。 418 
 419 
３．４ 事業者の取組について 420 
（１）事業者の取組に求める方向性 421 

欠格事由の見直しによって、制度上、電気通信番号の特殊詐欺の犯罪への利用を排除422 
し、電気通信番号の適正な管理が一定程度可能となるが、限界はあると考えられる。こ423 
のため、実態として悪質事業者に電気通信番号を特殊詐欺の犯罪に使わせないようにす424 
ることが、電気通信番号の有効利用を図る上で重要である。 425 
一般的な特殊詐欺の実態として、特殊詐欺に関与する事業者は、他の事業者から卸電426 

気通信役務の提供を受けて電気通信番号の提供も受けている。これを踏まえると、事業427 
者が他の事業者に電気通信番号を提供しようとする際に、何らかの取組を講じるよう義428 
務づけることによって、特殊詐欺に関与する悪質事業者に電気通信番号を流通させない429 
ことにすることが有効である。 430 
取組の対象とすべき電気通信番号は、合理性、必要性の観点から、特殊詐欺に利用さ431 

れているエビデンスのある種別とすることが適当である。具体的には、特殊詐欺への悪432 
用が一定数存在する固定電話番号、特定 IP 電話番号及び音声伝送携帯電話番号を対象と433 
することが適当である。 434 
 435 

図表 11 特殊詐欺の犯行に使用された番号の種類 436 

 437 
出典「国際電話番号からの特殊詐欺、昨年最多に アプリ悪用か 警察が注意呼びかけ -」 438 

（令和 6 年 1 月 12 日 産経新聞） 439 



18 

具体的に義務づける取組の内容は、関係者ヒアリングや構成員等からの意見を踏まえ440 
れば、以下が考えられる。義務づけにあたっては、それぞれの効果や社会的影響等を考441 
慮する必要がある。 442 
 443 
① 電気通信番号使用計画の認定の確認 444 
② 電気通信番号提供数の制限 445 
③ 本人確認 446 
④ 当人確認 447 
⑤ 与信審査 448 
⑥ 二次卸の禁止 449 
   450 

（２）電気通信番号使用計画の認定の確認 451 
電気通信番号を使用する全ての事業者は、総務大臣による電気通信番号使用計画の認452 

定を受ける必要があり、認定を受けていない事業者へ電気通信番号を使用した卸電気通453 
信役務の提供を行うことは、電気通信番号の適正な管理の観点からも問題がある。 454 
このため、電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供をしようとする際に、契約455 

の相手方が総務大臣から電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認するよう456 
義務づけることが適当であり、その確認方法については、契約の相手方の認定状況に応457 
じて、次のとおりとすることが考えられる。 458 
 459 
 指定事業者・非指定事業者：総務大臣が発行する「電気通信番号使用計画認定証」又は「電気通 460 

             信番号使用計画変更認定証」を確認する方法 461 
 みなし認定事業者    ：総務大臣が発行する電気通信事業者の登録又は届出番号の通知書及   462 

び当該事業者が作成した「標準電気通信番号使用計画と同一の電気 463 
通信番号使用計画」を確認する方法 464 

 465 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、以下のような意見があった。9 466 
 467 
＜事業者からの意見＞ 468 
 これまでも現行制度に基づき認定状況の確認を実施しており、追加負担は大きくない。 469 
 電気通信番号使用計画の認定及び電気通信事業者であることの確認は有効であり、現状を鑑み470 

るに行うべきだと考えられる。 471 
 各卸元事業者が主体的に取り組むべきものと認識しており、法令による取組の義務づけについ472 

ては慎重に検討すべきではないか。 473 
 固定電話番号及び特定 IP電話番号は賛成。音声伝送携帯電話番号は、携帯電話不正利⽤防⽌474 

法で足りるためのではないか。 475 
 音声伝送携帯電話番号は現状義務づけのないため、義務づけは事業者の過度な負担となる。 476 
 音声伝送携帯電話番号を確認対象とすることは負担ではあるが、犯罪利用対策という趣旨に鑑477 

みれば対応可能。 478 

                                            
9 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 
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 確認方法は、認定証の確認と合わせて、総務省が公表している認定者リストと照合することが479 
有効ではないか。 480 

 確認対象はこれから卸提供を行う場合のみとして欲しい。 481 
 既存の卸契約も確認が必要。 482 
 外国事業者に流れた番号のサプライチェーンは特に確認が必要。 483 
 確実な実施に向けて、広報・啓発等の推進が必要。 484 
 認定を受けていることが確認できなかった場合の対応について明確にする必要がある。 485 
 事業者側の負荷についても考慮が必要。 486 

 487 
＜構成員からの意見＞ 488 
 認定の確認は、新規だけではなくて全て事業者に対して実施が必要。 489 
 事業者への負担が特殊詐欺対策を超える正当な理由になるとは考えられない。 490 
 事業者による確認作業を、効率的かつ信頼性の高いものとするため、クリアな基準が設けられ491 

ることが必要。基本的には認定証の照合を行うことが適切。 492 
 総務省は認定の取消しを受けた事業者を公表し、事業者はそのようなネガティブ情報を自主的493 

に確認することで、より効果的な確認作業が行えるのではないか。 494 
 特殊詐欺の犯罪に関与する事業者に番号を提供しないため、事業者の自主的な取組として期待495 

し得る内容をある程度整理したガイドライン等が必要ではないか。 496 
 事業者の自主的取組として認定事業者リストを参照してもらうのであれば、これに資するよ497 

う、総務省は当該リストを更新していく必要がある。 498 
 認定事業者リストは公表されている以上、悪意を持っている者は、当該リスト上の事業者名を499 

用いて認定証の偽造が可能になる。そう考えると、リストの確認は、重要とまではいえず、認500 
定証の確認を重視した方が良いのではないか。 501 

 502 
以上のとおり、概ね賛同の意見も多かったことから、電気通信番号を使用した卸電気503 

通信役務の提供をしようとする場合は、契約の相手方が総務大臣から電気通信番号使用504 
計画の認定を受けていることを確認するよう義務づけることが適当である。 505 
確認方法は、運用の確実性及び安定性の観点から、認定証等の書面による方法とし、506 

事業者の自主的な取組として、総務省が公表している認定事業者リストとの照合や JUSA507 
等の事業者団体が中心となって構築を検討している評価制度との参照が考えられる。 508 
また、確認の対象として、①音声携帯電話番号は対象外としてほしい、②事業者の負509 

担の観点から、既存の卸先事業者は対象とせず新規だけにしてほしい、という意見があ510 
った。 511 
①については、既に特殊詐欺に利用されているエビデンスに基づけば、音声伝送携帯512 

番号を対象とすることは合理的といえる。 513 
また、②については、事業者に一定の負担は課すことになるものの、本確認の義務づ514 

けの目的が電気通信番号の特殊詐欺での利用排除ということを踏まえれば、事業者への515 
負担はこの目的を超えて考慮されるべき理由とはいえないと考えられる。また、既存の516 
卸先事業者の中に特殊詐欺に関与する者がいる可能性を否定できないことも踏まえれ517 
ば、確認の対象となる事業者は、既存の卸先事業者を含む全ての事業者とすることが適518 
当である。一方、本義務づけによる事業者への負担を考慮し、その施行時期については519 
一定の時間を設けるなど配慮を検討することが適当である。 520 
なお、現行制度でも、電気通信事業者が電気通信番号（音声伝送携帯電話番号や IMSI521 

等は除く）を使用する卸電気通信役務の提供を行う際は卸先事業者が電気通信番号使用522 
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計画の認定を受けていることを確認することが定められており、今般の見直しに合わせ523 
て一元化することが適当である。 524 

 525 
（３）電気通信番号提供数の制限 526 

最近では短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者が増加傾向にあり、特殊詐欺に527 
使用された電気通信番号は一定の期間使用されないケースも多く、有限資源性の観点か528 
ら問題である。 529 
このため、そのような事業者が短期間で大量の電気通信番号を使用できないよう対策530 

を行うことが適当であり、その方法として、事業実績を確認し、実績の少ない事業者に531 
対して提供する電気通信番号数を必要最小限に限ることが有効と考えられる。 532 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、以下のような意見があった。10 533 
 534 
＜事業者からの意見＞ 535 
 短命覚悟の悪意のある参入事業者に大量の番号を提供しない方法を検討するべきという考え方536 

に賛同。 537 
 悪意を持って参入する事業者への対策として、事業実績の確認および実績の少ない事業者への538 

番号提供制限を設けることに賛成。 539 
 新規参入事業者のビジネス機会の喪失、ひいては事業者のサービスやイノベーションを阻害す540 

ることにつながりかねないと懸念。 541 
 悪意を持たない事業者の円滑なサービス提供に支障が生じる可能性がある。  542 
 全ての事業者に対して一律に制限することなく、例外適用となるケースが整理されることを希543 

望。 544 
 判断基準が各社でバラバラとならない仕組みが必要。新規参入事業者の使用可能な番号数を総545 

務大臣や第三者機関が直接審査するような方法も考えられるのではないか。 546 
 国内の事業実績のみでなく、海外の実績も考慮すべき。 547 
 電気通信事業へのマーケットインを阻害しないこと、悪質事業者による規制逃れを許さないこ548 

とに留意し検討すべき。 549 
 一律な制限を設けない、または例外規定を設けるなど、健全な事業者に対する過度な規制とな550 

らない配慮も必要。 551 
 事業開始が客観的に確認できる場合やグループ企業へのサービス提供を目的とすることが確認552 

できる場合は例外とできないか。 553 
 事業実績による一律制限等ではなく、事業継続性を別の形で確認することを可能にする等、新554 

規参入事業者のビジネスを阻害しない仕組みの検討が必要。 555 
 電気通信番号の指定事業者は当該制限の適用除外とする等の考慮が必要。 556 
 一定番号数以上の提供について法人契約に限るとしてはどうか。 557 
 一定番号数以上の提供について法人契約に限ることについては、一定の効果があると考える558 

が、実際に特殊詐欺等犯罪に使われている実績等を考慮する必要がある。 559 
 一定番号数以上の提供について法人契約に限ることについては、方法としてあり得るものの、560 

犯罪利用対策につながるかはわからない。 561 
 法人により回線の使用方法が変わってくる。法人名義だから影響がないとは現時点ではいえな562 

い。 563 
 564 

＜構成員からの意見＞ 565 

                                            
10 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 



21 

 提供制限数の定めについては、一定数以上の提供を禁止することを定めるか、一定数以上の提566 
供は拒否できると定めた上で、提供する場合は事業者の責任で実施すると定めるべきか検討が567 
必要。 568 

 新規参入事業者の番号数を総務大臣が審査した場合行政コストが発生する。また、第三者機関569 
で審査するとしても結局事業者が参加することになるためコスト発生するのではないか。 570 

 ウェブサイトでのニュースリリースやサービス紹介は客観的な情報であり、これが確認できた571 
場合は例外とできるのではないか。 572 

 番号提供数の制限の例外として、真っ当なビジネスを行う事業者かどうかの判断に、例えば異573 
業種であっても半年以上実績があること、国内外問わず上場企業であること、そのような企業574 
が設立したグループ企業であること等が考えられないか。 575 

 一定件数を超える場合には法人契約を原則とする考えもあり得ると考えられるが、犯罪対策と576 
しての有効性は検討が必要。 577 

 法人にも様々なものがあるため、法人であれば番号提供数の制限が緩くなり、そこが穴になる578 
ということがないよう対策が必要。 579 

 卸先事業者が法人であることをもって一律に例外として認めることには反対。 580 
 法人であることを持って一律に例外にするのは犯罪の抑止にはならないのではないか。複雑な581 

例外規定にすると運用が難しくなるとは思うが、何らかの絞り込みが必要。 582 
 法人であれば犯罪関与の蓋然性が低いということについて疑問は残るが、他の対策や今後の議583 

論・意見を踏まえれば、まずは方針のとおりでも良いのではないか。 584 
 585 
以上のとおり、提供番号数の制限については、概ね賛成の意見が得られた一方で、善586 

良な事業者にとって過度な規制とならないようにしてほしい、一律に制限をするのでは587 
なく例外規定を設けてほしい、例外規定は事業者の判断に委ねられると運用にばらつき588 
が出ることから明確な基準を定めてほしいなど、運用に関する意見があった。 589 
これについて、番号提供数の制限は、継続的に事業を行わず、電気通信番号が効率的590 

に使用されないリスクが高い場合を排除することが目的であることに鑑みれば、そのよ591 
うなリスクや蓋然性がない場合にまで、一律に制限を行う必要はないものと考えられ592 
る。 593 
このため、事業継続可能性等の電気通信番号の効率的な使用が客観的に判断できる場594 

合については、制限の例外として定めることが適当である。 595 
その例外の基準については、 596 
 597 
 卸先事業者が電気通信事業を含む業に係る製品・サービスの提供を 6ヶ月以上行っていると確598 

認できる場合 599 
 卸先事業者が法人である場合 600 

 601 
を基本とすることが考えられるが、制限数も含めて具体的な内容は、例えば法人であれ602 
ば例外としても問題はないのかという点も含めて、電気通信番号の特殊詐欺への悪用の603 
実態や関係事業者等の意見を踏まえながら、総合的に判断し、総務省において検討を進604 
めていく必要がある。 605 
また、その検討においては、例外が多く細かすぎると安定的な運用に支障が生じるこ606 

と、電気通信事業の発展の観点からは新規参入者への過度な規制は行うべきではないこ607 
と、犯罪の手口を踏まえて不断の見直しが必要であることも考慮する必要がある。 608 
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制限する番号提供数については、事業者による取組を担保するため、省令で規定する609 
こととし、必要に応じて改正していくことが適当である。 610 

 611 
（４）本人確認 612 

契約時の本人確認については、犯収法及び携帯電話不正利用防止法でも義務づけられ613 
ていることを踏まえれば、これを義務づけても事業者に新たに大きな負担を課すもので614 
はないと考えられる。 615 
一方で、電気通信番号使用計画の認定手続では、電気通信事業の登録又は届出の有無616 

を確認しており、登録又は届出の手続では登記事項証明書や住民票の写しが提出されて617 
いる。  618 
このため、前述の電気通信番号使用計画の認定の確認を行えば、本人確認を行ったと619 

いえ、新たに本人確認を義務づけることは重畳的な義務づけになりかねず、認定の確認620 
で足りると考えられる。 621 

 622 
図表 12 電気通信事業者の登録又は届出手続での提出書類 623 

登録の申請者又は届出者 提出書類 

既存の法人であるとき 

・登記事項証明書又はこれらに相当する書類 
※申請者が法務省の商業・法人登記を行っている場合、情報通信技術を活用した

行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号）等に基づき、登記事項

証明書の添付を省略することができる。 

法人を設立しようとする
者であるとき 

・発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相
当する書類 

個人であるとき ・住民票の写し又はこれに相当する書類 

 624 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、本人確認の義務づけの見送りに625 

ついては賛同があった。11 626 
 627 
＜事業者からの意見＞ 628 
 電気通信番号使用計画の認定の確認で足りる。 629 
 新たな本人確認の義務づけは重畳であるため改めての義務化は不要。 630 
 631 

（５）当人確認 632 
最近では短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者が増加傾向にあり、この中には633 

他人の名義を使用して法人を設立しているケースも存在する。このため、当人確認（契634 
約における代表者等が本人確認書類の人物と相違ないか確認を行うこと）が有効とも考635 
えられる。 636 
一方で、当人確認の義務づけは犯収法においてもハイリスク取引（なりすましの疑い637 

がある取引又は取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引）に限定638 

                                            
11 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 
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されていること、また、この実施を求めることは事業者への負担が大きいと考えられ639 
る。 640 
このため、電気通信番号制度では、電気通信番号使用計画の認定の確認の確実な実施641 

を優先することとし、当人確認の義務づけについては状況をみることが適当である。 642 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、当人確認の義務づけの見送りに643 

ついては賛同があった。12 644 
 645 
＜事業者からの意見＞ 646 
 当人確認の義務づけは犯罪収益移転防止法においてもハイリスク取引に限定されており対応の647 

負担も大きい。 648 
 当人確認を全ての卸契約に対して履行することは難しい。 649 
 最近の犯罪実態では闇バイトなどで名義貸しなども行われていることなどから、より効果的な650 

手法についても検討されるべき。 651 
 652 
（６）与信審査 653 

短命覚悟で悪意を持って参入してくる事業者に対しては、財務状況等を確認すること654 
も有効な手段の一つとなり得る。 655 
一方で、与信審査は電気通信番号の卸元事業者が経営リスクの判断のため行う要素が656 

高く、また、事業者の財務状況をもって電気通信番号の提供を行わないとすることは差657 
別的取扱いを行うこととなりかねない。 658 
このため、電気通信番号制度の観点からは、与信審査の義務づけを行わないことが適659 

当である。 660 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、与信審査の義務づけの見送りに661 

ついては賛同があった。13 662 
 663 
＜事業者からの意見＞ 664 
 番号制度の観点からは義務づける必要はない。 665 
 卸先事業者の財務状況をもって番号の提供を拒むことは差別的取扱いとなりかねない。 666 
 番号制度の観点から一律に与信審査を義務化することは不適切。 667 
 悪質事業者と財務状況に相関があるデータはなく、財務状況による役務提供の拒否は不当な差668 

別的取扱いに該当するおそれがある。 669 
 与信そのものと犯罪の関係性はそれほど高くないと考えられる。 670 
 番号の卸提供において統一的で合理的な与信基準を確保することは困難。 671 
 672 

（７）二次卸の禁止 673 
総務大臣による認定制度を悪用し、認定を受けた事業者として他事業者から電気通信674 

番号を入手して特殊詐欺の犯人グループに電話サービスを提供するケースが存在してい675 
ることから、二次卸を禁止し、電気通信番号の最終利用者の管理を強化することも有効676 
な手段と考えられる。 677 

                                            
12 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 
13 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 
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一方で、現実には、二次卸を含む卸提供は既に多く実施されており、この中で特殊詐678 
欺等の犯罪に関与している事業者は一部に過ぎない。 679 
このため、二次卸の禁止は事業者に対する過度な規制となりかねず、また、社会的影680 

響が大きいと考えられることから、この義務づけについては見送ることが適当である。 681 
これについて、事業者へヒアリングを行ったところ、二次卸禁止の義務づけの見送り682 

については賛同があった。14 683 
 684 
＜事業者からの意見＞ 685 
 多段卸の提供形態は既に多く存在し、社会的影響が⼤きい。 686 
 まずは利用者への影響の程度を検討する等のステップを踏むべき。 687 
 既存の卸契約に遡って二次卸を禁止した場合、既に事業を行っている二次卸先事業者及びその688 

利用者に対する影響が大きい。 689 
 MVNO は二次卸となるため実施困難。 690 
 電気通信の卸ビジネス全体を否定するものと言え、過度な規制。 691 
 今後の動向を注視しつつ必要に応じて対策を検討する必要がある。 692 
 卸回数の制限を行う場合には番号の直接割り当てを推進するなど他国の事例も参考にしながら693 

多面的な議論が必要。 694 
 二次卸を含む卸提供は既に多く実施されており、事業者に対する過度な規制に繋がる。 695 

 696 
（８）その他 697 

その他、構成員等から、以下のような意見があった。 698 
 699 
＜構成員等からの意見＞ 700 
 JUSA が中心となって構築を進めている評価制度との連携について、事業者が当該評価制度に参701 

加するインセンティブが働くよう、何らかの仕組みを検討してはどうか。 702 
 義務づけの効果を注視していく必要がある。全体的な推移はもちろん、事業者ごとの効果確認703 

を行い、一部の事業者で効果がみられないような場合には、警察庁からも情報共有を受けつ704 
つ、何らかの対応をする必要があるのではないか。 705 

 事業者の確認については、仮にすり抜けが発生した場合、その理由をしっかりと検証すること706 
が必要。どのような確認をしたか、確認時の書類等が必要になってくるのではないか。 707 

 情勢に応じた不断の見直しが必要。 708 
 709 
（９）まとめ 710 

以上を踏まえれば、事業者の取組における義務づけの対象は、① 電気通信番号使用計711 
画の認定の確認及び② 電気通信番号提供数の制限の２つとすることが適当である。 712 
犯罪に関与している事業者は、そもそも電気通信番号使用計画の認定を受けていない713 

場合、認定を受けていても他人の名義を無断で使用している場合、他人の名義を合意の714 
上で使用している場合の３つのケースがあり得るが、図表 14にあるとおり、上記２つの715 
取組を義務づけることによって、犯罪に関与する事業者に電気通信番号が流通すること716 
を防止する大きな成果が得られると考えられる。 717 

                                            
14 電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ（第５回）（令和６年８月６日）でヒアリングを実施。 
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一方で、特殊詐欺に悪用される電話サービスはこれまでも移り変わっており、対策を718 
講じては新たな手段が登場し、犯罪に悪用されてきたことを踏まえれば、引き続き状況719 
を注視し、必要な場合には、対策を講じていくことが必要と考えられる。 720 
また、制度面の対応のみならず、例えば JUSA等の事業者団体が中心となって構築を検721 

討している評価制度など、事業者による自主的な取組と連携し、制度面、実態面の両面722 
から、相互補完していくことが有効である。このためにも、総務省は当該評価制度を重723 
要な取組と位置付けて支援し、業界にビルトインしていくことが重要である。 724 
 725 

図表 13 各取組の実施概要と義務づけの有無 726 
実施項目 実施概要 義務づけ 

電気通信番号使用計画の認定の確
認 

卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定を受
けていることを確認。 

○ 

電気通信番号提供数の制限 
事業実績の少ない事業者に対して大量の電気通
信番号を提供しないよう制限を設ける。 

○ 

本人確認 
契約時の本人確認（犯収法の転送サービスの場
合の義務づけと同等の内容）を実施。 

－ 

当人確認 
契約時の当人確認（犯収法の転送サービスにお
けるハイリスク取引の場合の義務づけと同等の
内容）を実施。 

－ 

与信審査 財務状況等を外部機関に照会。 － 

二次卸の禁止 卸先事業者に対する卸提供役務の実施を禁止。 － 

 727 
図表 14 事業者の取組と犯罪利用対策の整理 728 

 729 
 730 

① 他人の名義を無断で使用

（２）電気通信番号使用計画の認定あり

（１）電気通信番号使用計画の認定なし

② 他人の名義を合意の上で使用

例 事業者が認定を受けずに他の事業者から番号の
提供を受けて役務提供した場合

200万円以下の罰金
（第186条第１項第８号）

法律上の担保

認定を受けずに電気通信番号
を使用した役務を提供

（第50条の２第１項違反）

• 他人の名義を無断で使用※し、
番号使用計画の認定を受けた場合。
※ SNS等を通じて不正に取得、窃盗等

他人の名義を無断で使用して
受けた認定は、不正の手段に
よる認定に該当（不実記載）

認定の取消し
（第50条の９第２号）

考え方

• 他人の名義を合意の上で使用※し、
番号使用計画の認定を受けた場合
※ 知人に名義貸しを依頼する等

法人設立時の名義貸しには、
法的な制限はなし なし 提供番号数の

制限

電気通信番号
使用計画の
認定の確認

事業者の
取組

犯罪に関与している事業者
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３．４ 認定基準の見直し 731 
（１）考え方と方向性 732 

現行制度では、認定基準を電気通信番号の使用の必要性・公平性・効率性の観点から733 
定めている。 734 
ここで、前述した事業者の取組の義務づけの新設を踏まえれば、その取組が適切に講735 

じられることを認定基準に追加することが適当である。 736 
また、認定後も認定事業者が当該取組を適切に講じていることを担保する必要があ737 

る。この確認を容易に行うため、例えば、電気通信事業報告規則第８条に基づく電気通738 
信番号の使用状況報告で、みなし認定事業者も含む全ての事業者から電気通信番号を使739 
用する役務の卸元事業者の報告を求めることが考えられる。具体的な方法については、740 
総務省において検討を進めることが適当である。 741 

 742 
３．５ 認定の取消事由の見直しについて 743 
（１）考え方と方向性 744 

現行制度では、認定の取消事由として特殊詐欺の犯罪への関与に関する規定はない745 
が、欠格事由への該当が取消事由の一つとして規定されている。 746 
前述のとおり、電気通信番号を特殊詐欺に悪用した場合が欠格事由に追加されること747 

によって、これも認定の取消事由に該当し、実質的に認定の取消事由が追加されること748 
になるから、当面はこれで足りると考えられる。  749 
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４．今後の対応 750 

以上から、現行の電気通信番号制度については、以下の見直しを行い、対策を着実に751 
講じていくことが適当である。 752 
 753 
＜欠格事由関係＞ 754 
 特殊詐欺として立法事実のある犯罪（窃盗、詐欺及び電子計算機使用詐欺）及び755 

認定の取消しを受けた者を追加する。 756 
 欠格事由に該当しないことを誓約する書面の提出を求めるとともに、電気通信事757 

業報告規則第８条に基づく電気通信番号の使用状況報告の際に、欠格事由の該当758 
性の有無について報告を求める。 759 

  760 
＜事業者の取組関係＞ 761 
 電気通信番号（固定電話番号、音声伝送携帯電話番号及び特定 IP電話番号）を使762 

用した卸電気通信役務の提供を行う際、既存の卸先事業者を含め全ての事業者に763 
次の取組を行うことを義務づける。 764 
 電気通信番号使用計画の認定を受けていることの確認 765 
 電気通信番号提供数の制限（ただし、事業継続可能性等の電気通信番号の効率766 

的な使用が客観的に判断できる場合については、制限の例外とする。） 767 
  768 

＜認定基準関係＞ 769 
 認定基準に義務づけられる取組が適切に講じられることを追加する。 770 
 当該取組が適切に講じられているか容易に確認できるよう、電気通信番号の使用771 

状況報告に係る制度を見直す。 772 
 773 

見直しの具体化にあたっては、関係事業者等と連携の上、電気通信事業の発展と電気774 
通信番号の有限資源性のバランスを図りながら検討を行うこととし、着実に運用してい775 
くことが重要である。 776 
そのうえで、本見直しの施行後は、その実効性を評価するとともに、電気通信番号を777 

用いた特殊詐欺を含む様々な犯罪利用の動向を注視し、必要に応じて更なる対策を検討778 
していくことが適当である。その中には、例えば、今般の見直しを徹底するという趣旨779 
で、欠格事由の誓約書に虚偽記載をした場合の制裁を科すことや、今回は見送ることと780 
した内容を含め事業者の取組を追加することが考えられる。 781 
また、電気通信番号の適正な管理は、制度面及び実態面の両面から相互に補完してい782 

くことが重要であり、総務省は、JUSA等の事業者団体が中心となって構築を検討してい783 
る評価制度のような事業者による自主的な取組と、引き続き、連携を強化していく必要784 
がある。 785 
 786 

  787 
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 788 

 789 

 790 

 791 

 792 

資料編 793 

  794 
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 795 
諮 問 第 1 2 3 8 号 796 
令和６年５月２日 797 

情報通信審議会 798 
会長 遠藤 信博 殿 799 

 800 
 801 
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 808 
 809 

諮  問  書 810 
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 812 
 813 
下記について、別紙により諮問する。 814 

 815 
 816 
 817 

記 818 
 819 
 820 
IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 821 
  822 
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別紙 823 
 824 
諮問第 1238号 825 
 826 
IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 827 
 828 
１ 諮問理由 829 

令和元年５月に施行された電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）の改正（電気通830 
信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成 30年法831 
律第 24号））により、電気通信番号制度の改正が行われ、電気通信番号計画（令和元年832 
総務省告示第６号）によって、電気通信番号の種別ごとに当該種別の電気通信番号の使833 
用に関する条件が規定された。 834 
一方、令和７年１月には、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行の完了が予定され835 

ており、従来の網間信号接続の在り方等に変更が生じ得る。 836 
また、IP網への移行後は、固定電話番号においても、音声伝送携帯電話番号と同様837 

に、双方向の番号ポータビリティを可能とすることが予定されているが、その例外の設838 
定の必要性等については、明らかにされていない。 839 
さらに、従来から、特殊詐欺等の犯罪に電気通信番号が悪用される例が後を絶たず、840 

最近は、このような例に対する逮捕・起訴、実刑判決に至った事例も増加しており、社841 
会的な問題となっている。 842 
ついては、公衆交換電話網（PSTN）の IP網への移行完了を見据えた電気通信番号の使843 

用に関する条件等や電気通信番号の犯罪利用に対する抜本的な対策について、これまで844 
の議論を踏まえつつ、検討を行う必要がある。 845 
以上により、IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方について諮問するも846 

のである。 847 
 848 
２ 答申を希望する事項 849 

IP網への移行等に向けた電気通信番号制度の在り方 850 
 851 
３ 答申を希望する時期 852 
  令和６年 10月頃 853 
 854 
４ 答申が得られた時の行政上の措置 855 
  今後の情報通信行政の推進に資する。 856 
  857 
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 858 

電気通信事業政策部会 名簿 859 

 860 
（敬称略・五十音順） 861 

 氏名 主要現職 

部会長 森川
もりかわ

 博之
ひろゆき

 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

部会長代理 岡田
お か だ

 羊祐
ようすけ

 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

委員 浅川
あさかわ

 秀之
ひでゆき

 株式会社日本総合研究所 主席研究員／プリンシパル 

委員 荒牧
あらまき

 知子
と も こ

 公認会計士 

委員 石井
い し い

 夏生利
か お り

 中央大学 国際情報学部 教授 

委員 江﨑
え さ き

 浩
ひろし

 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

委員 大橋
おおはし

 弘
ひろし

 
東京大学 副学長／公共政策大学院 教授／大学院 経済

学研究科 教授 

委員 高橋
たかはし

 利枝
と し え

 
早稲田大学 教授／ケンブリッジ大学「知の未来」研究所 

アソシエイト・フェロー 

 862 
  863 
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 864 

電気通信番号政策委員会 名簿 865 

 866 
（敬称略・五十音順） 867 

 氏名 主要現職 

主査 

専門委員 
相田
あ い だ

 仁
ひとし

 東京大学 特命教授 

専門委員 河村
かわむら

 真紀子
ま き こ

 主婦連合会 会長 

専門委員 猿渡
さるわたり

 俊介
しゅんすけ

 大阪大学 大学院 情報科学研究科 准教授 

専門委員 柴田
し ば た

 潤子
じゅんこ

 神戸大学大学院法学研究科 教授 

主査代理 

専門委員 藤井
ふ じ い

 威生
た け お

 
電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究

センター 教授 

専門委員 三友
み と も

 仁
ひ と

志
し

 早稲田大学 大学院 アジア太平洋研究科 教授 

専門委員 森
も り

 亮二
りょうじ

 英知法律事務所 弁護士 

専門委員 矢入
や い り

 郁子
い く こ

 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授 

専門委員 山下
やました

 東子
は る こ

 大東文化大学 経済学部 特任教授 

 868 

  869 
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電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ 名簿 870 

 871 
（敬称略・五十音順） 872 

 氏名 主要現職 

 相田
あ い だ

 仁
ひとし

 東京大学 特命教授 

 石井
い し い

 夏生
か お

利
り

 中央大学 国際情報学部 教授 

主査代理 大谷
おおたに

 和子
か ず こ

 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

 河村
かわむら

 真紀子
ま き こ

 主婦連合会 会長 

 野口
の ぐ ち

 貴公
き く

美
み

 
一橋大学 副学長 

一橋大学大学院 法学研究科 教授 

 藤井
ふ じ い

 威生
た け お

 
電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究

センター 教授 

 星
ほ し

 周一郎
しゅういちろう

 東京都立大学 法学部 教授 

主査 森
も り

 亮二
りょうじ

 英知法律事務所 弁護士 

   

オブザーバ 警察庁 刑事局 捜査支援分析管理官 

 873 
 874 
 875 
  876 
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 877 

開催状況 878 

 879 
 開催日・開催方法 議題等 

電気通信事業

政策部会 

（第 72回） 

令和６年５月２日 

※Web会議 

「IP 網への移行等に向けた電気通信番号制度の

在り方」について【令和６年５月２日付け諮問第

1238号】 

（諮問） 

電気通信番号

政策委員会 

（第 33回） 

令和６年５月 14日 

※Web会議 

「IP 網への移行等に向けた電気通信番号制度の

在り方」について【令和６年５月２日付け諮問第

1238号】 

（諮問事項に関する検討の進め方、電気通信番

号の犯罪利用対策に関する WG 開催要綱（案）） 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第１回） 

令和６年６月３日 

※Web会議 

現行の電気通信番号制度の確認及び電気通信番

号の犯罪利用への対策に関する関係者ヒアリン

グ 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第２回） 

令和６年６月７日 

※Web会議 

電気通信番号の犯罪利用への対策に関する関係

者ヒアリング 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第３回） 

令和６年６月 21日 

※Web会議 
論点整理 

電気通信番号

政策委員会 

（第 36回） 

令和６年６月 27日 

※Web会議 
中間報告 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第４回） 

令和６年７月 23日 

※Web会議 
具体的な制度見直しの方向性について 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第５回） 

令和６年８月６日 

※Web会議 
事業者の取組に関する関係者ヒアリング 
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電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第６回） 

令和６年８月 22日 

※Web会議 
事業者の取組に関する規律の方向性について 

電気通信番号

の犯罪利用対

策に関する WG

（第７回） 

令和６年９月３日 

※Web会議 
WG報告書（案）について 

電気通信番号

政策委員会 

（第 37回） 

令和６年９月 12日 

※Web会議 
WG報告書について 

 880 
 881 

 882 


