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実施した「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２

期／自動運転（システムとサービスの拡張）／自動運転に係る海
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1. SIP-adus の国際連携窓口として、海外研究機関と

の連携環境整備と研究テーマ形成の促進 
 

1.1  政府レベルの国際連携における、海外研究機関との連携

に向けた環境整備 

 

1.1.1  日独連携政府間会議の開催支援  

●日独連携の背景  

2017  年 1  月 12  日に鶴保庸介内閣府特命担当大臣（科学技術政策）がドイ

ツ・ベ  ルリンにて、ドイツ連邦教育研究省（ BMB F）のヨハンナ・ヴァンカ

大臣と会談し、自動走行技術の研究開発の推進に関する日独共同声明（ Jo in t  

Dec la ra t ion  o f  In t en t）への署名を行った。この共同声明に基づき、自動走行

技術の研究開発の推進について内閣府とドイツ連邦教育研究省は具体的な連

携を行うこととなった（下記、共同声明参照）。  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

＜参考＞共同声明（ Jo in t  Dec la ra t ion  o f  In t en t）のポイント  

（内閣府記者発表資料

「 h t tps : / /www8.cao .go . jp /c s tp /kokusa i tek i /n ich idoku/ jo in tdec la ra t ion .h tml」から

抜粋）  

（１）自動走行システムの意義・重要性の認識で一致  

・自動走行システムは、交通事故を低減し、全ての人々のための新

たな移動手段を提供  

・自動走行システムの研究開発には、日独双方にとって連携、協力

の促進が重要  

（２）今後の連携に向け、実証実験など日独双方の取組について共有  

・日本では、「戦略的イノベーション創造プログラム」（ S IP）の自動

走行システム研究開発プロジェクトにて、2017 年 9 月から大規模

実証実験を開始予定。海外専門家にも参加を呼び掛け  

・ドイツでは、 BMB F が研究開発プロジェクトを推進し、関係省庁

と緊密に協力しており、 日本側からの S IP での大規模実証実験へ

の参加呼び掛けを伝達  

（３）内閣府及び BMB F は、関係者との協議、調整を進め、自動走行技術

の研究開発に関する日独協力を具体化  

・今後の具体的な日独研究協力の基盤となるよう検討を推進  
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・ 2017 年前半に最初の具体的な協議を開始  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

検討に当たっては昨年度に図 1 -1 -1 の体制が提案されており、本学は今

般、”Coord ina t ing  Sec re ta r ia t  (CS)”に相当する役割を担うことが期待されてい

る。  

 

図 1 -1 -1 日独連携体制（案）  

 

本学では政府間会議及び上記の各個別分野の進捗推進を図るべく、  

”Coord ina t ing  Sec re t a r i a t”として、各会議に対して以下の支援を実施した。以

下、政府間会議の支援内容について記す。  

 

●内閣府が実施する政府間会議  

内閣府がドイツ BMB F と実施する会議（電話会議含む）について、各種支

援を実施した（表 1 -1 -1 の通り）。  

 

 

 

Structure of Japanese-German Research 
Co-operation (Proposal)

Steering Committee
Japan: ________(CAO)

Germany: ________(BMBF)

Coordinating Secretariat
Japan:________ (________)

Germany: ________ (________)

Research Team 1 Research Team 2 Research Team 3 ・・・・

Supporting 
WorkshopExpert Workshop:

Communication and open 
discussion
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表 1 -1 -1 日独連携政府間会議等の支援内容  

日時  場所  参加者  会議内容・支援内容  

2019 /8 /23  

17 :30 -18 :30  

内閣府 8 号館

632A 会議室  

（ドイツ側と

は電話回線に

より接続）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官・村

田氏  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  

Fr i ed r ich (Depu ty 

Direc to r ) ,  D iv i s ion  512 

他 1 名  

＜会議内容＞  

・個別分野

（ C ybe r secur i ty、

Safe t y  Assu rance）の今

後の連携の進め方  

・ S IP adus ワークショ

ップに際しての日独

ワークショップ開催

について  

＜支援内容＞  

・議事メモ作成  

2019 /10 /9  

12 :00 -15 :00  

ドイツ BMB F 会

議室（ボン市）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官  

在独大  上田書記官  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l  

(Depu ty 

Direc to r-G ene ra l  o f  the  

Direc to ra te  51  -  

Research  fo r  D ig i ta l  

Transforma t ion ,   

Fede ra l  Min is t ry  o f  

Educa t ion  and  

Research)  

Mr.  S te fan  Mengel  

(Di rec tor ) ,   D iv i s ion  

512  -  E lec t ron ic s  and  

Autonomous  Dr iv ing ,   

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  

(Depu ty D i rec tor ) ,   

D iv is ion  512  

Mr.  Ingo  Hö l l e in ,  

＜会議内容＞  

・個別分野（ Human  

Fac to rs、社会経済イン

パクト）の進捗状況の

共有  

・個別分野

（ C ybe r secur i ty、

Safe t y  Assu rance）の今

後の連携の進め方  

・ S IP adus ワークショ

ップに際しての日独

ワークショップ開催

について  

＜支援内容＞  

・当日議事次第案提案  
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Divis ion  513 ,  

Commun ica t ion  and  

Secu r i t y  o f  D ig i ta l  

S ys tems  in  cha rge  o f  

cybe rsecu r i ty   

Dr.  B ea te  Mü l le r,  

VDI/VDE Innova t ion  +  

Techn ik  G mbH  

2019 /10 /30  

18 :30 -19 :20  

内閣府 8 号館

632A 会議室  

（ドイツ側と

は電話回線に

より接続）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官・村

田氏  

東京大学・鹿野島  

（ドイツ側）  

Mr.  Re inho ld  Fr iedr ich  

(Depu ty D i rec tor ) ,   

D iv is ion  512  

Dr.  B ea te  Mü l le r,  

VDI/VDE Innova t ion  +  

Techn ik  G mbH  

＜会議内容＞  

・ S IP adus ワークショ

ップに併せて実施す

るステアリング会議

及び専門家ワークシ

ョップについて  

＜支援内容＞  

・議事メモ作成  

2019 /11 /15  

14 :00 -15 :00  

メルパルク東

京 6F ラルミエ

ール会議場  

（日本側）  

葛巻 P D ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,   

Deput y D irec to r  

Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  

Transforma t ion”  a t  the  

Fede ra l  Min is t ry  o f  

Educa t ion  and  

Research  (BMB F)  ほ

か  

＜会議名称＞  

2nd  S tee r ing  

Commi t tee  Mee t ing、   

J apanese -G erman  

Research  Coope ra t ion  

on  Connec ted  and  

Automa ted  Dr iv ing  

＜支援内容＞  

・会場借り上げ、設営、

配席表作成  

・議事録案作成  
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2020 /3 /24  

18 :30 -19 :30  

内閣府 8 号館

410 会議室  

（ドイツ側と

は電話回線に

より接続）  

（日本側）  

内閣府古賀企画官・村

田氏、 NEDO 田中氏  

東京大学・梅田  

（ドイツ側）  

Dr.  B ea te  Mü l le r,  

VDI/VDE Innova t ion  +  

Techn ik  G mbH  

＜会議内容＞  

・個別分野

（ C ybe r secur i ty、

Safe t y  Assu rance）の今

後の評価に向けた進

め方  

・次回ステアリング会

議の議題内容、日程に

ついて  

＜支援内容＞  

・議事メモ作成  
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●第 2 回 S tee r ing  C ommi t t ee 会議  

Safe t y  Assu rance と C ybe rsecu r i ty に関する日独専門家ワークショップの結果

を受け、以下の通り第 2 回 S tee r ing  Commi t tee 会議が開催された。  

 

日時： 2019 年 11 月 15 日  

場所：メルパルク東京 6F ラルミエール会議場  

参加者：  

ドイツ：BMB F：連邦教育研究省（議長：D epu ty D irec to r  Genera l  Ze i se l 氏、

Fr ied r ich 氏）、BMWi：連邦経済エネルギー省、ドイツ連邦共和国

大使館東京、 VD I/VD E -IT（ Coord ina t ing  S ecre ta r i a t）  

日本：内閣府（議長：葛巻 P D、有本サブ P D、垣見参事官、古賀企画官他）、

警察庁、総務省、内閣官房、東京大学（大口、鹿野島他、Coord ina t ing 

Sec re ta r ia t）、 NEDO 

主な議事：  

 現在の日独連携状況の確認  

 新規連携プロジェクト（ S afe t y  A ssu rance、 C ybe r secur i ty）に関する

論議  

 その他、将来の日独連携プロジェクトについての議論  

 次回ステアリング会議の日程  

結果概要：  

 新規連携プロジェクト（ S afe t y  A ssu rance、 C ybe r secur i ty）について

は、昨年度使用した提案書のフォーマットを使用し、専門家間で具

体的な連携方法の論議を進める。  

 具体的な検討を進めるにあたり、分野毎の専門家窓口のリストを日

独双方で作成し、交換する。  

 次回ステアリング会議は新規連携プロジェクト（ Safe ty  Assu rance、

C yber secu r i t y）の提案書を受け、開催を検討する。  
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1.1.2  日独連携テーマ別窓口担当者リストの作成、ドイツ側との交換  

 11 月に実施した日独連携政府間会議において、新規連携テーマの専門家間

による提案を進めるにあたり、各テーマの窓口担当者リストを日独双方で作

成し、交換することとした。それに伴い、今までの日独連携テーマも含めた

リストを作成、ドイツ側と交換した。リストの内容は表 1 -1 -2 の通り。  

 

表 1 -1 -2  日独連携テーマ別窓口担当者リスト  

J apan  

S u b j e c t    N a m e  e - m a i l  Te l  P o s i t i o n  A f f i l i a t i o n  

O v e r a l l  

C o o r d i n a t e  

M a i n  M r .  M a n a b u  U m e d a          P r o j e c t  R e s e a r c h e r  T h e  U n i v e r s i t y  o f  To k y o  

S u b  M r .  Ya s u y u k i  K o g a          C o u n s e l l o r  C a b i n e t  O f f i c e ,  G o v.  o f  J a p a n  

S u b  M r .  H i r o y a s u  Wa t a n a b e          P r o j e c t  M a n a g e r  N E D O  

I m p a c t  

A s s e s s m e n t  

M a i n  P r o f .  Ta k a s h i  O g u c h i          P r o f e s s o r  T h e  U n i v e r s i t y  o f  To k y o  

S u b  P r o f .  H i r o a k i  M i y o s h i          P r o f e s s o r  D o s h i s h a  U n i v e r s i t y  

H u m a n  

F a c t o r s  

M a i n  D r .  S a t o s h i  K i t a z a k i          D i r e c t o r  A I S T  

S u b  D r .  M a k o t o  I t o h          P r o f e s s o r  U n i v e r s i t y  o f  Ts u k u b a  

C y b e r  

S e c u r i t y  

M a i n  M r .  S h i g e r u  U e h a r a          P r o j . G e n . M a n a g e r  To y o t a  M o t o r  C o r p o r a t i o n  

S u b  P r o f .  Ts u t o m u  M a t s u m o t o         P r o f e s s o r  Yo k o h a m a  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  

S a f e t y  

A s s u r a n c e  

M a i n  M r .  S a t o s h i  Ta n i g u c h i          G r o u p  M a n a g e r  To y o t a  M o t o r  C o r p o r a t i o n  

S u b  P r o f .  H i d e o  I n o u e          P r o f e s s o r  K a n a g a w a  I n s t i t u t e  o f  Te c h n o l o g y  

 

Germany 

S u b j e c t    N a m e  e - m a i l Te l P o s i t i o n  A f f i l i a t i o n  

O v e r a l l  

C o o r d i n a t e  

M a i n  D r .  B e a t e  M ü l l e r          G r o u p  l e a d e r  V D I / V D E  I n n o v a t i o n  a n d  

Te c h n o l o g y  G m b H  S u b  D r .  K o n s t a n t i n  K o n r a d          P r o j e c t  m a n a g e r  

I m p a c t  

A s s e s s m e n t  

M a i n  D r .  C h r i s t i n e  E i s e n m a n n          G r o u p  l e a d e r  D L R  

S u b  P r o f .  To b i a s  K u h n i m h o f          P r o f e s s o r  RW T H  A a c h e n  U n i v e r s i t y  

H u m a n  

F a c t o r s  

M a i n  P r o f .  K l a u s  B e n g l e r          P r o f e s s o r  Te c h n i c a l  U n i v e r s i t y  M u n i c h  

S u b  P r o f .  J o s e f  K r e m s          P r o f e s s o r  Te c h n i c a l  U n i v e r s i t y  C h e m n i t z  

C y b e r  

S e c u r i t y  

M a i n  P r o f .  F r a n k  K a r g l          P r o f e s s o r  U n i v e r s i t y  U l m  

S u b  M r .  J o c h e n  K o s z e s c h a  

 

        D i r e c t o r  F u n d i n g  

P r o j e c t s  &  C o o r d i n a t i o n  

I n f i n e o n  Te c h n o l o g i e s  A G  

S a f e t y  

A s s u r a n c e  

M a i n  P r o f .  M a t t h i a s  H e i n          P r o f e s s o r  T U  I l m e n a u  

S u b  P r o f .  H e r r m a n n  Wi n n e r          P r o f e s s o r  T U  D a r m s t a d t  
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1.1.3  欧州委員会との個別会合による日 EU 連携に向けた論議の実施  

●日 EU 連携の背景  

欧州委員会が進める 研究開発枠組みプログラムである Horizon2020（下記

補足参照）において、米国、アジア・オセアニア等の海外との連携を推奨し

ており、2018 年 4 月に S IP -adus 葛巻 P D と欧州委員会研究・イノベーション

総局 （ DG-RTD）との間で意見交換会を 実施したのを機に、 欧州委員会と日

EU 連携の形を検討してきた。参考情報として、欧州委員会が定めている加

盟国域外との協調の枠組みは以下の 3 つに分類されると考えられる。  

 Jo in t -ca l l :  最初から双方が相談して共同で公募プロジェクトを興す  

 Co-fund ing :  参 加 者 に 対 し て 双 方 そ れ ぞ れ が 予 算 を 付 け る こ と を 事 前

に双方で合意する  

 Twinn ing :  後付け的に双方の各プロジェクトを位置づける。基本的に予

算措置はない  

 

（補足） Hor izon  2020（参照： h t tps : / /www.ncp - j apan . jp / about）  

Hor i zon  2020 は全欧規模で実施される、研究及び革新的開発を促進す

るための欧州研究・イノベーション枠組み計画 Framework  P rogramme で

ある。 1984 年より開始され、今回が第 8 期にあたる。  

第 8 期は 2014 -2020 年に渡り約 800 億ユーロ（約 10 兆円）に上る EU

からの公的資金が投入されている。  

Hor i zon  2020 では、「卓越した科学基盤の強化」、「産業技術におけるリ

ーダーシップの発揮」、「社会的課題への取り組み」の 3 つの柱が設定さ

れており（図 1 -1 -3 参照）、世界最先端の研究課題から市民の日常生活に

根差した社会問題に取り組む研究まで幅広い分野を網羅している。  

なお、 2021 年から第 9 期（ 2021 -2027 年の７年間）の枠組みとなる次

世代研究＆イノベーションプログラムとして、新たに Hor izon  Eu rope が

開始される予定。  
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図 1 -1 -3  Ho r izo n  20 20  3 つの柱  

（ 出 典：C R D S、欧 州 の 新 し い 研 究 開 発・イ ノ ベ ー シ ョ ン 枠 組 プ ロ グ ラ ム  H o r i z o n  2 0 2 0  の 概 要 ）  
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●欧州委員会との個別会合  

 S IP -adus ワークショップの機会を捉え、 11 月 12 日に欧州委員会との個別

会合を実施。日 EU 間では、 Twinn ing を活用した連携を検討してきたが、正

式な Twinn ing による連携（公募段階からの調整）は長時間を要し実行が困難

なことから、 S IP -adus のプロジェクト期間（ 2018−22 年度）も考慮して、既

存の自動運転関連の EU プロジェクトとの連携を探索することとした。  

 

●日 EU 連携項目の検討  

 S IP -adus に関連する Hor izon2020 のプロジェクトリストを欧州委員会より

受領し、具体的な日 EU 連携のプロジェクト候補の検討に着手した。詳細は

1 .2 .3 項参照。  
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1.1.4   SIP 国際連携窓口としての対応  

● S IP -adus ワークショップ 2019 の運営方法に対する提案  

2019 /11 /12～ 14 に内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノ

ベーション創造プログラム（ S IP）自動走行システム推進委員会と NEDO が

主催し実施した S IP -adus ワークショップ 2019 の運営の一部事項について、

主催者の求めに応じて、以下の提案を行った。  

 

・ S IP 自動運転  国際連携 WG（ 6 /19 開催）における提案  
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・ S IP 自動運転  国際連携 WG（ 8 /7 開催）における提案  

 

 

・ S IP 自動運転  国際連携 WG（ 9 /18 開催）における提案  
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● S IP -adus ワークショップ 2019 のプレナリーセッション登壇者に係る調整  

Automa ted  Veh ic l e  S ympos ium(AVS)（ 2019 /7、於米国オーランド）及び ITS 

Wor ld  Congres s ( ITS  WC)（ 2019 /10、 於 シ ン ガ ポ ー ル ） の 機 会 等 を 活 用 し 、

S IP -adus ワークショップ 2019 のプレナリーセッションにおける米国運輸省

高官及び EU 政府高官の登壇依頼を行った。なお、当学の調整の後にも、各

機関の諸都合による調整がなされた結果、最終的には下記の高官が登壇者と

なった。  

米国：  

Haro ld  W.  Mar t in  Ⅲ氏（ Nat iona l  Coo rd ina t ion  O ff i ce  fo r  S pace -Based  

P os i t ion ing ,  Naviga t ion ,  and  Timing ,  Depa r tmen t  o f  Transpo r t ,  Un i ted  S ta te s  

o f  A mer ica）  

EU政府：   

Ludge r  Rogge氏（ P o l icy O ff ice r,  D i rec tora t e -Genera l  fo r  Resea rch  and  

Innova t ion ,  Eu ropean  Commiss ion）  

 

● S IP -adus ワークショップの B reakou t  Sess ion  “R eg iona l  Ac t iv i t i es”の企画、

運営  

2019 /11 /14 ,  9 :00 -15 :30 の Breakout  workshop の ”Reg iona l  Ac t iv i t i es”において、

セッションの企画・運営、討議結果を踏まえたサマリー取りまとめおよびそ

の説明（同日 16 :00 -17 :00）を実施した。概要は下記の通りである。  

Breakou t  Workshop の成果  

•  日米欧から自動運転に関する専門家、政府関係者が参加し、レベル 4 のモ

ビリティサービス実用化に向けた日米欧各地の取り組み状況と課題につ

いて、若手研究者・技術者も交えて議論・共有し、レベル４の自動運転車

の社会実装に向け、次のステップとしてどうすべきか論議した。  

•  社会実装に向けた次のステップとして、まず ODD（運行設計領域）をど

う定義するか（できるか）がポイントとなる。各地で行われている実証実

験により得られた知見を皆で共有しながら、実現可能な ODD を方法論を

含めて決めていく必要がある。  

•  参加者概要；  

欧州： 8 名、米国： 3 名、日本：有本 SP D、須田教授、大口教授、政府代

表含め 32 名、全 43 名  

成果を踏まえた今後の対応、取り組み  

•  Breakou t  Workshop にて、レベル 4 のモビリティサービス実用化に向け、

今後も関係者で国際連携の枠組みで取り組んでいくことを合意。具体的な



   19  
  

次のステップとして、来年 4 月にヘルシンキで行われる TRA にて日本か

らも専門家が参加し、ワークショップを行う予定。  

Breakou t  Workshop で提示された重要な論点  

•  欧州で自動運転のプロジェクトを実施している専門家、政府関係者、およ

び米国の自動運転専門家、日本からは自動運転実証実験を実施している運

営会社、大学関係者、法律の専門家、都市計画の専門家、政府関係者、シ

ン ク タ ン ク 、 ま た 自 動 運 転 実 証 実 験 を 実 施 し て い る ス タ ー ト ア ッ プ 企 業

等、若い世代含め様々な分野の専門家が参加し、レベル４のモビリティサ

ービス実用化に向けて、何が課題で、次のステップとして何に取り組むべ

きか、またどのように解決していくべきかについて論議した。  

•  海外からは欧州におけるレベル 4 の実証実験の取り組み、米国における自

動運転の取り組み、自動運転の実用化に向けたオランダ政府の取り組み等

の情報を共有、日本からは高齢化地域、無人運転バス等の自動運転実証実

験の取り組み、法律的な観点からの課題、レベル４の実用化に向け都市空

間設計の観点からのポイント、そしてスタートアップ企業による地域密着

型の実証実験の取り組み等の情報について共有した。  

•  Workshop を通じ、レベル 4 のモビリティサービス実用化に向けた主なポ

イントは以下；  

 実証実験の積み重ねにより、苦労した点や得られた知見を皆で共有し、

実用化に向けキーとなる要素、基準を明確にする必要がある。  

 実 用 化に 向 け て は 自 動 運 転の モ ビ リ テ ィ サ ー ビス に 関 わ る 様 々 な 関係

者の積極的な関与が重要。  

 まず最初に実現可能な ODD を定義すること。また、ODD を定義するの

に必要な要素を特定すること。  

 実用化に向けたビジネスモデルやモビリティサービスを構築する。  

 消費者との信頼関係を構築し、彼らの期待値を把握して、消費者を巻き

込んだマネージメントが重要。  

 サービスと技術の概念を区別すること。  

 レベル 4 の一般的実用化はまだ多くの課題があることを共有。  

上記のポイントについて継続して論議する必要があり、今後も関係者で国際

連携の枠組みで取り組んでいくことを合意。具体的な次のステップとして、

来年 4 月にヘルシンキで行われる TRA にて日本からも専門家が参加し、欧州

側の主催でワークショップを行う。その後、米国、S IP -adus  Workshop2020 で

の議論に展開していくこととした。  
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● S IP -adus 国際連携コーディネータの着任  

 S IP（戦略的イノベーション創造プログラム）第２期「自動運転（システム

とサービスの拡張）」における国際的な連携を推進するため、推進委員会の下

に S IP -adus  国際連携コーディネータを置くこととなり、東京大学モビリテ

ィ・イノベーション連携研究機構の特任研究員が着任した。  

 内閣府より委嘱を受けている任務は下記の通り。  

S IP -adus  国際連携コーディネーターは、S IP 自動運転（システムとサービ

スの拡張）（以下、「 S IP 自動運転」という）の国際担当窓口として、次に

掲げる事項に関する連絡、調整を行うことを任務とする。  

①日独連携・日 EU 連携など政府間会議に関すること  

②海外研究機関と S IP 自動運転の受託事業者との共同研究等連携に関  

すること  

③海外研究機関とモビリティ・イノベーション連絡会議構成員との共同

研究等連携に関すること  

④専門家ワークショップ等国内外における国際会議開催に関すること  

⑤国際会議・ Web 等での発信に関すること  

⑥その他、国際連携課題の推進に際し必要な事項  

なお、国際的な連携についての最終的な判断は、S IP -adus  国際連携コーデ

ィネーターが推進委員会議長及び内閣府と相談のうえ行う。  

 

●海外関係機関からの問い合わせ対応  

 S IP -adus 国際連携窓口として、以下の問い合わせに対し内閣府と連携して

対応を行った。  

 

英 Epi tomica l 社からの問い合わせ  

 欧州 Hor izon2020 プロジェクトである 5G -HEART から日本側との連携につ

いて打診があり、以下の会議を実施した。  

 

日付  内容  参加者  主な議題  

2019 .12 .16  英 Epi tomica l 社と

の電話会議  

内閣府、NEDO、東

京大学  

英 Epi tomica l 社  

・英 Epi tomica l 社より

今後の連携に向けた目

的、内容の紹介  

・次の進め方に向けた

論議  
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2020 .2 .19  5G -HEART プロジ

ェクトリーダーと

の意見交換（於東

京）  

内閣府、NEDO、東

京大学  

5G -HEART プロジ

ェクトリーダ（芬

V T T）、  

英 Epi tomica l 社  

・ 5G -HEART プロジェ

クトの取り組み内容紹

介  

・ S IP -adus の取り組み

内容紹介  

・今後の連携可能性に

向けた論議  

 

カタルーニャ州政府からの問い合わせ  

 Hor izon2020 の新規募集項目（ H2020-DT-ART-06 -2020  La rge -sca le ,  

c ro ss -borde r  demons t r a t ion  o f  connec ted  and  h igh ly au toma ted  dr iv ing  func t ions  

fo r  pas senge r  ca r s）への応募を考えているコンソーシアム（主提案者：英サ

リー大学、カタルーニャ EN IDE 社）から日本のパートナー募集の問い合わせ

があり、関係者に情報展開を行った。  

 

●海外における自動運転に関する関連技術動向の収集  

Automa ted  Veh ic le  S ympos ium(AVS)（ 2019 /7、於米国オーランド）、 ITS 

Wor ld  Congre ss ( IT S WC)（ 2019/10、於シンガポール）、Transpor ta t ion  R esea rch  

Board (TRB)（ 2020/1、於米国ワシントン DC）への出張機会に併せて、自動運

転関係技術動向の情報収集を行った（報告は次頁以降）。  
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出張報告  
2019 .8 .9  

報告者：鹿野島  

１．概要  

7 /1 4 に以下の場所を訪問し、情報収集・意見交換、現 地視 察 等を 行っ た。 

・米国フロリダ州  タンパ市  タンバ交通管制センター  

・米国フロリダ州  サントラック試験場  

 

２．タンパ交通管制センター  

・タンパ市は米国全土で 2015 年から選定・実施されている「コネクティド

ビークルに関するパイロットサイト」の一つであり、関連インフラ設置を

含めた実証実験を実施中である。  

・路車間通信のための路側装置は 46 個設置されており、うち約 80%は中央

業務地区に設置されている。（ 44 個は以前から設置されたもの、 2 個は追

加設置されたもの）。  

・路車間通信用の車載器は自家用車 1 .200 台、路面電車 9 両、路線バス 10 台

に搭載されている。  

・パイロットへの一般からの参加は 800 名。  

・路車間通信は 5 .9G Hz 帯を使用し、有料道路課金の正確な記録に寄与して

いる。（後述写真参照）  

 

・有料道路ではリバーシブルレーンを運用している。  

・路車間通信を用いたアプリケーションは以下の通り。  

-  I -S IG  

-  T SP (Trans i t  S igna l  P r io r i t y)  

-  IMA ( In te rsec t ion  Movemen t  Ass i s t )  

-  P TMW (P edes t r i an  Trans i t  Movemen t  Warn ing )  

-  P ed -X  (P edes t r i an  in  a  s igna l iz ed  C rosswalk  Warn ing)  

-  P CW (P edes t r ian  Co l l i s ion  Warn ing )  

-  VTR FTV (Veh ic le  Turn ing  R igh t  i n  f ron t  o f  Trans i t  Vehic le )  
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写真  有料道路課金施設見学  

 

３．サントラック試験場  

・ 2 年前から整備が開始された実験場で、 202 1 年後半に完成の見込み  

・フロリダ州政府が所有  

・現時点では高速周回路、課金ガントリー、オフィスのみ整備されているが、

今後 は ワー クシ ョ ッ プ（ 倉 庫）、 模 擬丘 陵地 道 路、 模擬 都 市 街路 、 セン サ

ー試験用天候再現施設等を整備するとのこと。  

 

  
（写真）オフィス棟          （写真）課金ガントリー  

 

以  上  
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出張報告  
2019 .10 .25  

鹿野島  
１．行程  

 
日  用務  場所  概要  

10 /20  IT FVHA 
( In te rna t iona l  Task  
Fo rce  on  
Vehic le -H ighway 
Automa t ion )  

Nanyang  
Techno log ica l  
Unive r s i t y,  
S ingapo re  

日米欧等の自動運転関係

の研究者・技術者らが一

同に会し、年 1 回 ITS  WC
の前日に定期開催される

イベント  
10 /21  
～  

10 /24  

ITS  World  Congres s  
2019  

Sun tec  Conven t ion  
and  E xh ib i t ion  
Cent re ,  S ingapore  

プレナリーセッション、

技術セッション、デモン

ストレーション等  
 
 

２．主なトピック  
 
（１） IT FHVA(In te rna t iona l  Task  Fo rce  on  Vehic le -H ighway A utoma t ion )  

・午前は主要参加者から、当該分野における昨年度からの進捗状況報告や今

後３年程度先の予想についてプレゼン。日本からは国交省国総研 ITS 研究

室井坪主任研究官から S IP -adus や C -ITS についての取り組み、東大 UT mobI

兼 IT S Japan 内村氏からはレベル 4 モビリティサービス実現に向けた取り

組みをプレゼン。  

・午後はワークショップ形式で少グループに分かれて議論。今後実現しうる

サービス（例えば無人配送や高速道路無人運転等）を冒頭に主催者が提示

し、各グループがそれぞれの実現の可能性について議論し、最後にグルー

プ代表が結果を発表するもの。各参加者は比較的、技術的には現実的なサ

ービスの実現を意識していることがわかった。  

・次回（来年度）は米国ロサンゼルスで同様の会議を開催する旨、アナウン

スがあった。参加者からは法律・保険も議論の対象に含めるべき、あるい

は未来像を語るような内容にしてはどうかとの提案があった。  

 

（２） ITS  WC 開会式  

・日本代表として国交省道路局長がスピーチ。日本の取り組みとして、ETC、

限定区域での無人運転サービス実現、高速道路での L3 自動運転サービス

の実現に言及。  

・米国 DOT ITS -JP O の Kenneth  Leona rd 課長がスピーチ。5 .9GHz 帯電波の ITS

への割当て、自動運転プロジェクト（ CA RMA）、データ、サイバーセキュ

リティの重要性を強調。  

・ EU 代表からは C -ITS、 MaaS、データ（保護とオーナーシップ）、デジタル
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化に言及。  

 

（３） Globa l  Fo rum on  MaaS  

・ 10 /22（火）午後に開催されたセッション。  

・シンガポールに拠点を置く「 Mobi l i t y  X」社 CEO の Col in  Li m 氏が登壇。

氏は他の MaaS セッションでも多く登壇していた。主な主張内容は下記の

通り。  

-  氏は元シンガポール交通省職員で、現在は退職し MaaS に関するスター

トアップ企業として同社を設立  

-  同社では「 Zips te r」というスマートフォンアプリケーションを開発し、

最 近 市 場 投 入 し た 。 豪 州 ク イ ン ズ ラ ン ド 州 や 日 本 の 複 数 の 鉄 道 会 社 と

MOU を最近締結。  

-  MaaS の世界は欧米に席巻されているように見える。  

-  MaaS に一つのビジネスモデルは無い。国地域によりユースケースや規約

が異なる。  

・他の登壇者は主に欧米からで，主な主張内容は下記の通り。  

-  MaaS の定義は一つでは無い。  

-  ローカライズが必要。  

-  スタートアップ企業が官にアクセスしにくい点は課題。官の役割として

レベリングやオープンデータ化がある。  

-  一般に交通セクターの企業は非常に保守的。インフラが関係するのが一

理由。  

 MaaS がすべての問題を解決するということにはならない。  

-  標準化は必要。実際に ISO /TC204 の場でも Techn ica l  Repo r t を発行して

いる。  

-  今 後 こ の 分 野 で 議 論 が 必 要 な の は 、「 S ocia l  Equa l i ty」、「 Next  Cus tomer  

Expec ta t ion」、「経験の共有」。  

-  MaaS でいうレベル 4（ In t eg ra t ion）は今のところ E mpt y の状態。  

-  今はパラダイムシフトの時期。  

-  データの取り扱いについては各所様々な議論が多いところ。  

-  Regu la t ion はどの国、地域でもキー。  

-  中小都市ではオペレータがいないのが課題。  

-  現在はちょうど移行期。  

-  アジアは人口 1 千万人超のメガシティが多い。 MaaS は大都市向きだが，

日本の地方部は人口減少著しくモビリティ確保が課題。中国も急激な高
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齢化が予測されている。  

-  「移動」そのものは目的ではなく、そのための時間及びコストが最小化

されるべき。渋滞と交通事故の解消は課題であるが、それだけではない

はず。そういったものの共有やそれに基づく行動変化は意義がある。  

-  この分野の技術革新や新サービスの登場は速い一方で、法制が実装に比

べて遅くなりがち。人々は安全性に懸念を有しており、新たなガバナン

ス方法を見いだす必要がある。  

-  ロードプライシングが有効。  

-  自動運転、MaaS が今会議でのメインテーマに見えるが、自動運転が成功

裏に展開され、効率的に連携できたとして、次には都市デザインを考え

る必要がある。  

 

（４） S IS25  (E ff ic ien t  and  Sus ta inab le  Opera t ion  o f  Commerc ia l  Veh ic le s  on  

Highways )  

（豪州）  

・ P erformance  Based  S tanda rds  (P BS) ,  a l te rna t ive  regu la to ry sys t em 

・テレマティクスの活用  

・自動車とインフラのモニタリング  

・ 2007 年以降の試行  

・取得データは研究用に使える（ Heavy Vehic le  Na t iona l  Law）  

（米国）  

・貨物車の容積トン数は今後増加する。HMI 上の懸念や橋梁への影響が課

題  

（スウェーデン）  

・ Elec t r i c  Road  S ys tems  (ERS )  

・ 2045 年には CO2 をゼロにしたい。  

（仏国）  

・ Weigh  in  mo t ion を全国 30 カ所に整備。インフラ老朽化への対応。  

（独国  P TV Group）  

・トラックの駐車について 40 年にわたり技術開発  

・技術的には難しい  

・駐車場情報の交換  

・予約のプラットフォーム  
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（５） P L2 (P romot ing  Innova t ive  Mob i l i t y  Serv ice s )  

（シンガポール国技術庁チーフエグゼクティブ）  

・自動運転向けテストベッドの整備  

・障害者向け AP P の開発  

・クラウドソースのバスサービス（オープンソース）の開発  

（台湾政府交通通信省科学技術局長）  

・ MaaS について  

・古い習慣は変えづらい  

・よりよい経験の共有  

（米国ワシントン州交通局次官）  

・ 20%が自動車運転免許未保有  

（ EU DG -MOVE 局長）  

・データへのアクセシビリティ、共有、 e - t icke t、ドローンについて  

（議論）  

・ MaaS はパイロットが少なすぎる。  

・途上国にはどのようなメッセージを出すべきか？  

→地域により状況は異なる  

・自動運転について EU DG-MOVE 局長の見解  

チャンピオンは作らない、フレームワークは作る、拙速には進めない、

グローバルアプローチ、マーケットに任せる、インテグレート、エビ

デンスの必要性  

 

（６） S IS50  (P oss ib l e  ac t ions  fo r  P ubl ic  A uthor i t ie s  to  f ac i l i t a t e  Automated  

Dr iv ing)  

・自動運転におけるインフラ側の役割について  

・マニュアル、教育・啓蒙・市民対話における理解しやすい用語の重要性  

・路上駐車を路下駐車場に誘導する等  

・ Sha r ing ,  Comprehens ive ,  In teg ra t ing ,  Lea rn  expe r i ence ,  Soc ia l  a ccep tance ,  

PP P 

 

（７） S IS52  (New O rgan iza t ion  P arad igm for  Fos t e r ing  Coope ra t ion  Be tween  

Organ iza t ions )  

・互いの信頼を増すためにどうすればよいか？  

→オープンダイアログ、高次元の目的共有、対話、パイロット事業（サ

ンドボックス）が重要であり失敗もやむを得ない、官民間でのデータ
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の交換（特にリアルタイムでの）  

・調達手続きでの透明性確保は時にイノベーションの障害になり  

得る。パイロット事業はより柔軟な対応が可。  

・スタートアップ企業同士の連携。リスクを分担することの合意。  

・パイロット事業は大げさにしない方がよい。そうしないと失敗が許容され

ない。  

・用語は一般の人とのコミュニケーションができるよう、わかりやすくす

べき。  

 

３．自動運転関係車両のデモ  

（１）“NTU -VO LVO -SMRT –  WOR LD 'S  FIRST E LECTR IC AUTONOMOUS BUS” 

シンガポール初の公道上の自律走行車両として、南洋理工大学、シンガポ

ール大学が 2013 年以降開発中であり、そのうちシンガポール大学は世界初の

12m 電気駆動の自律バスを開発している。シンガポール大学では自動運転制

御ソフトウェアを設計・開発しており、そのソフトではローカライゼーショ

ン、ナビゲーション、障害物検知、 3D ライダ、レーダ、カメラ、 GP S、 IMU

といった異なるセンサを用いた分類を行うものである。このソフトウェアに

より、通常の手動運転車両で L4、 L5 相当の自動運転を可能にするものであ

る。  

他車の進入を許さない制限区域の中で行われたデモであり、現実の公道へ

の適用可能性については未知数である。  
 

  
 
（２） ST Eng inee r ing  Autonomous  S hu t t l e  P ubl i c  Tr ia l  In  Sen tosa  

ST エンジニアリング（シンガポール政府系企業）、シンガポール運輸省、

セントーサ開発会社による３ヶ月間の実証実験。このデモでは制限区域のみ

らず、他車両も通行する公道においても自動運転を行っている。  

 全員着席によるデモである等、安全面に最大限配慮したデモであった。  
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（写真）自動運転車両          （写真）他車両も通行する公道に  

おける運行状況  

 
（写真）制限区域内外を隔てる遮断棒  

以  上  
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TRB 出張報告（ 2020.1 .13-1 .16）  
報告者：内村、梅田  

国際連携活動  

①欧州委員会との連携活動調整  

・欧州委員会側からの Hor izon  2020 プロジェクトでの日 EU 連携の提案内

容に対し、情報交換を実施した。  

・既に欧州側担当者と話が進んでいる TransA ID に加え、 SHOW プロジェ

クト担当者を紹介してもらい、具体的議論への展開の了解を得た。  

・今後も継続して情報交換することを確認した。  

 

② Hor izon2020 プロジェクト  SHOW 担当者との連携の可能性議論  

・ TRB に参加していた SHOW プロジェクトリーダーと連携の可能性につ  

いて議論した。  

・ ITS  Japan /東京大学が活動しているレベル４モビリティサービス実用化

検討の興味と SHOW プロジェクト（都市用無人モビリティ開発）の狙い

に共通点が多くあることを確認し、今後連携に向けて検討を進めること

で合意、連携に対する条件、成果物、成果のタイミングなどの具体的連

携の条件の確認を行うこととした。  

・ 3 月末の欧州出張（調整中）期間中の関係組織訪問、 4 月末実施の TRA

での議論の場を活用し、具体的連携活動内容を調整することとした。  

 

③ S IP -adus 国際連携領域リーダーとの日 EU 連携についての論議  

・TRB の機会を捉え、Human Fac tor s、Next  Gene ra t ion  Transpo r t、Connec ted  

Vehic le s の各国際連携領域リーダーと個別に今後の日 EU 連携の可能性

について論議を行った。  

・今後日 EU 連携に繋がりそうなプロジェクトとして、 Human Fac tor s の

Adrian プロジェクトが考えられる。既に EU 側から直接コンタクトを受

けており、 4 月の TR A でも本プロジェクトの打ち合わせを行う予定。  

・その他、 Connec ted  Veh ic l e と Nex t  Gene ra t ion  Transpo r t は現時点連携で

きそうな具体的なプロジェクトはない状況。今後継続して連携の可能性

を模索していく。  
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TRB 聴講内容  

【全体概況】  

・ Leve l  3、 4 自動運転の実現が難しい、利用者の理解が低い、といった実態

をとらえた議論が展開された。  

・米国は Connec ted  Vehic le の実現に向けた準備が進展している。  

・ Connec ted  Veh ic le の実現に向けた周波数の確保は重要な課題と捉え、政府

関係者からの発信では、各所でその重要性を主張していた。  

・モビリティ、貨物輸送への自動運転活用推進が広く行われている。  

・その他、自動運転の安全基準、事故調査事例、法律への取り組みなど幅広

い領域に拡大し、様々な報告が行われた。  

・米国と EU の Twinning の内容説明と各項目の検討状況を紹介するセッショ

ンがあり、米国と E U が具体的にどのような内容で Twinn ing を行なってい

るのか、今後の国際連携を考えていく上で非常に参考となる情報が得られ

た。  

 

その他  

【米国 Automa ted  Vehic l es  4 . 0 による国際交流活動への影響調査】  

TRB の前に US DOT より発行された Automa ted  Veh ic l es  4 .0（ AV4.0）につい

て、発行による国際交流への影響について調査を実施した。以下概要。  

・AV4.0 は TRB の Chai r ' s  Luncheon における US DOT Chao 長官のスピーチ

（ *）の中でアナウンスがあった。常に第一優先である安全性の向上に

主にフォーカスし、38 の政府関係団体による自動運転の取り組みを統合

してイニシアチブを取るとしている。  

・ US DOT 関係者の話では、 AV4.0 はどちらかというと米国内で政府関連

機関、団体の自動運転に関する取り組みを統合することに主眼を置いて

おり、 AV4.0 発行を機に国際交流が一気に加速するといった状況ではな

い模様。但し今後政府が新たに投資をする部分もあるため、その面から

国際交流を含めた研究開発が加速することはあるかもしれない、とのこ

と。  

*当 初 C h a o 長 官 の 参 加 は 予 定 さ れ て い な か っ た が 、 数 日 前 に 急 遽 決 ま っ た 。  
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1.2  専門家レベルにおける、海外研究機関と連携する研究テ

ーマ形成の促進 

 

1.2.1   「モビリティ・イノベーション連絡会議」の開催  

 大学・研究機関における研究開発テーマ、実証実験テーマ等の調査を行う

とともに、国際研究状況の情報共有を行い、ポスト S IP を見据えた国際連携

の可能性を有する研究テーマについて探索を行うため、東京大学モビリテ

ィ・イノベーション連携研究機構が幹事を担い 13 大学 14 センター／ユニッ

トから成る「モビリティ・イノベーション推進連絡協議会」を核として、広

範な分野から大学の専門家を中心とした検討会のメンバー及び、産業技術総

合研究所（ A IST）、日本自動車研究所（ JARI）、交通安全環境研究所（ NTSE L）、

理化学研究所（ R IKE N）をメンバーに加えた、国内の学学連携及び自動運転

関連研究を進めるアカデミアの増加に資する「モビリティ・イノベーション

連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）を開催した。  

 本連絡会議の構成員は下記の通り。  

 

表 1 -2 -1 -1  モビリティ・イノベーション連絡会議構成員  

モ ビ リ テ ィ ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 連 絡 協 議 会 （ 会 長 ： 須 田  義 大 ）  

 ・金 沢 大 学  新 学 術 創 成 研 究 機 構  未 来 社 会 創 造 コア 自 動 運 転 ユニット  

・九 州 工 業 大 学  自 動 運 転 ・ 安 全 運 転 支 援 総 合 研 究 センター  

・群 馬 大 学  研 究 ・ 産 学 連 携 推 進 機 構  次 世 代 モビリティ社 会 実 装 研 究 センタ

ー  

・慶 應 義 塾 大 学  モビリティカル チャー研 究 センター  

・筑 波 大 学  人 工 知 能 科 学 センター  

・東 京 大 学  モビリティ・ イノベーション連 携 研 究 機 構  

・東 京 農 工 大 学  スマートモビリティ研 究 拠 点  

・東 北 大 学  未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 センター 

・同 志 社 大 学  技 術 ・ 企 業 ・国 際 競 争 力 研 究 センター 

・同 志 社 大 学  モビリティ研 究 センター 

・名 古 屋 大 学  未 来 社 会 創 造 機 構  モビリティ社 会 研 究 所  

・日 本 大 学  生 産 工 学 部  自 動 車 工 学 リサーチ・センター 

・明 治 大 学  自 動 運 転 社 会 総 合 研 究 所  

・横 浜 国 立 大 学  持 続 可 能 なモビリティシステム研 究 拠 点  

自 動 走 行 シス テムの社 会 的 影 響 に関 する検 討 会 （ 座 長 ： 大 口  敬 ） ※  

 ・法 政 大 学  糸 久 正 人 准 教 授 （ 技 術 経 営 ）  
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・法 政 大 学 大 学 院  今 井 猛 嘉 教 授 （ 刑 法 ）  

・慶 應 義 塾 大 学  植 原 啓 介 准 教 授 （ 情 報 通 信 ）  

・東 京 大 学  大 口 敬 教 授 （ 交 通 制 御 工 学 ）  

・東 京 大 学 大 学 院  垣 内 秀 介 教 授 （ 民 事 手 続 法 ）  

・香 川 大 学  紀 伊 雅 敦 教 授 （ 都 市 ・ 交 通 計 画 ）  

・東 京 大 学 大 学 院  北 村 准 教 授 （ 教 育 学 ）  

・名 古 屋 大 学 大 学 院  倉 地 亮 特 任 准 教 授 （ サイバーセキ ュリティ）  

・東 京 大 学 大 学 院  佐 倉 統 教 授 （ 科 学 技 術 社 会 学 ） 

・立 命 館 大 学  塩 見 康 博 准 教 授 （ 交 通 工 学 ）  

・同 志 社 大 学  田 口 聡 志 教 授 （ 行 動 経 済 学 ）  

・横 浜 市 立 大 学 大 学 院  中 村 彰 宏 教 授 （ 公 共 経 済 ） 

・東 京 農 工 大 学  ポンサトーン・ ラクシンチャラーンサク教 授 （ 機 械 力 学 制 御 ）  

・早 稲 田 大 学  森 本 章 倫 教 授 （ 都 市 計 画 ）  

・大 阪 大 学  山 崎 吾 郎 准 教 授 （ 文 化 人 類 学 ）  

・同 志 社 大 学  山 本 達 司 教 授 （ 会 計 学 ・ 金 融 ファイナンス）  

国 立 研 究 開 発 法 人 等  

 ・産 業 技 術 総 合 研 究 所 （ AIST）  

・日 本 自 動 車 研 究 所 （ JAR I）  

・交 通 安 全 環 境 研 究 所 （ NTSEL）  

・理 化 学 研 究 所 （ RIKEN）  

・筑 波 大 学  国 際 産 学 連 携 本 部  川 本 雅 之  教 授  

※ モ ビ リ テ ィ ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 連 絡 協 議 会 参 加 の 有 識 者 を 除 く  

 

 開催した連絡会議の主な議題は以下の通り。  

開催時期  主な議題  

2019 年 10 月  ・S IP 第 2 期 「自 動 運 転 に係 わる海 外 研 究 機 関 との共 同 研 究 の

推 進 に向 けた連 携 体 制 の構 築 」業 務 の概 要  

・自 動 運 転 関 連 研 究 データベースの利 活 用 に向 けた検 討  

・国 際 研 究 動 向 の共 有  

・国 際 連 携 研 究 テーマの検 討  

2019 年 12 月  ・自 動 運 転 関 連 研 究 データベースの拡 充 に向 けた調 整  

・国 際 研 究 動 向 の共 有  

・国 際 連 携 研 究 テーマの進 捗 状 況 報 告  

2020 年 2 月  ・国 際 研 究 動 向 の共 有  
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・国 際 連 携 研 究 テーマの進 捗 状 況 報 告  

 

各回の連絡会議の議事概要を以下に示す。  
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1.2.2   日独連携専門家会合の開催支援  

日独連携の個別分野の協力については、本業務着手時点における協力のフ

ェーズは下記の通りであった。  

・ Human Fac to r  

2019 年度第 2 四半期から具体的な連携が開始されたところ。  

・ Soc io -economic  Impac t   

担当する専門家の特定が進んでおり、今後専門家同士の議論を進め、共

同研究できる具体的な内容の有無について検討を進める。  

・ Safe ty  A ssu rance  (Val ida t ion ,  Mode l ing ,  S imu la t ion )  

今後、日本側で担当する専門家を特定し、専門家同士の議論を進め、共

同研究できる具体的な内容の有無について検討を進める。  

・ C ybe r  Secur i ty  

今後、担当する専門家を特定し、専門家同士の議論を進め、共同研究で

きる具体的な内容の有無について検討を進める。  

 

本学では政府間会議及び上記の各個別分野の進捗推進を図るべく、  

 ”Coord ina t ing  S ec re t a r ia t”として、各分野の活動に対して、それぞれ以下の

支援を実施した。  

 

● Soc io -economic  Impac t   

S IP 自動運転において当該分野に関する委託を実施している同志社大学、

東京大学のメンバーと、そのカウンターパートであるドイツ航空宇宙センタ

及びその他関係機関の研究者が一同に会して行った第 1 回会合及びその準備

会議に対して、各種支援を実施した（下表の通り）。  

 

表 1 -2 -2 -1 S oc io -economic  Impac t における会議等の支援内容  

日時  場所  参加者  会議内容・支援内容  

2019 /8 /5  

15 :00 -17 :00  

同志社大学  同志社大学三好教

授・渡邊研究員、筑波

大学谷口教授、東京大

学中野教授・鹿野島准

教授、内村特任研究員  

＜会議名称＞  

・日独連携会議に関

する事前打ち合わせ  

＜支援内容＞  

・日独連携について

の最新情報の提供  
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2019 /10 /7

及び 10 /8  

 

ドイツ航空宇

宙センター・ベ

ルリン事業所

（ドイツ）  

＜日本側＞  

内閣府古賀企画官、同

志社大学三好教授・渡

邊研究員、筑波大学谷

口教授、東京大学中野

教授・鹿野島准教授、

内村特任研究員  

＜ドイツ側＞  

Tors t en  FLE ISCHER 

(KIT ) ,  J ens  SCH IP P L 

(KIT ) ,  Tob ia s  

KUHN IMHO F 

(RWTH) ,  Michae l  

SCHRÖMBGES 

(RWTH) ,  Flo r ian  

FRAN K (Fede ra l  

Min i s t r y  o f  E duca t ion  

and  R esearch  B MB F) ,  

Chr is t ine  

E ISENMANN (D LR) ,  

Chr is t ian  WIN KLER  

(D LR ) ,  La rs  

KROEGER (D LR ) ,  

Owa in  NEUMANN 

(D LR )  

＜会議名称＞  

F i r s t  mee t ing  of  

p ro jec t  members  

＜支援内容＞  

・日独連携について

の最新情報の提供  

 

  



   44  
  

● Safe ty  A ssu rance ,  C ybe rsecu r i t y  

S IP 自動運転において当該分野に関する国際リーダーらが実施する会議に

対して、各種支援を実施した（下表の通り）。  

 

表 1 -2 -2 -2  S afe ty  A ssurance ,  C yber secu r i t y 分野における会議等の支援内容  

日時  場所  参加者  会議内容・支援内容  

2019 /11 /15  

10 :00 -12 :00  

メルパルク東

京 6F ラルミエ

ール会議場  

（日本側）  

葛巻 P D、 Safe ty  

Assu rance 専門家、

C yber secu r i t y 専門家

ほか  

（ドイツ側）  

Dr.  He rber t  Ze ise l ,  

Deput y D irec to r  

Genera l  “R esearch  fo r  

Dig i t a l  

Transforma t ion”  a t  the  

Fede ra l  Min is t ry  o f  

Educa t ion  and  

Research  (BMB F) ,  

Safe t y  A ssu rance ,  

C yber secu r i t y 関係専

門家ほか  

＜会議名称＞  

3 rd  b i la te ra l  E xpe r t  

Workshop  

fo r  the  

J apanese -G erman 

Research  

Co-opera t ion  

on  Connec ted  and  

Automa ted  Dr iv ing  

＜支援内容＞  

・会場借り上げ、設

営、配席表作成  
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1.2.3   日 EU 連携、 Horison2020 を軸とした連携研究テーマの内容整理と

検討  

 1.1.3 に記載の状況を受け、先方のプロジェクト期間を考慮して候補の絞

り込みを行い（今後の連携を考慮し、2021 年以降まで継続するプロジェクト

を選抜）、日 EU 連携の候補となる対象プロジェクトのリストを作成した（表

1 -2 -3）。本リストを S IP -adus 国際連携 WG およびモビリティ・イノベーショ

ン連絡会議にて展開し、具体的な日 EU 連携プロジェクト候補の検討を開始

した。  
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表 1 -2 -3  日 EU 連携候補対象プロジェクトリスト  
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1.2.4   国内の学学連携に向けた情報共有サイトの作成  

 本事業の目的である自動運転分野における国内の学術知見の結集を対外的

に周知することに対し、これを実現するツールであるホームページの作成に

着手した。作成に当たり次の 3 点に留意した。  

•  構成組織内での情報共有  

•  国内外への対外的な活動紹介  

•  参加メンバ拡大のため活動実態の広報  

 これを踏まえ、本年度はホームページの電子ファイルを作成することとし

た。ホームページの構成を図 1 -2 -4 -1 に示す。連携の具体例として、モビリ

ティ・イノベーション推進連絡会議の紹介を行うトップページを設置し、そ

の下に連絡会議を構成する各大学及び研究機関の紹介と構成各組織が保有す

る個別ページへのリンクをまとめたページを設置する。加えて、今後予想さ

れる国内外の連携活動を紹介するためのページを設置した。本年度は橙色の

部分について作成を行った。  

 

 
図 1 -2 -4 -1  ホームページ構成概要  

 

ホームページは国内と国外の両方への活動紹介が目的 とさ れ るこ とか ら、

日本語版のページと英語版のページを作成した。  

 構成概要に沿って作成された実際のホームページ電子ファイルの外観につ

いて、日本語版ページを図 1 -2 -4 -2 に、英語版ページを図 1 -2 -4 -3 にそれぞれ

示す。なお、本図からは組織のスローガンなど一部については検討途上であ

るため、除いてある。  

①Top
連携の紹介

③活動紹介

大学A
紹介

研究機関
紹介

大学B
紹介 ・・・

・・・

国際連携
プロジェクト

各大学・研究機関の
Webページへリンク

外部からのリンク

国内連携
プロジェクト

紹介

②構成大学の
紹介



   48  
  

 また、構成組織の紹介を行うページについては図 1 -2 -4 -4 の構成を検討し

た。これをもとにして、本年度は図 1 -2 -4 -5 のページを試作した。参加する

国内組織の所在地を日本地図上にマッピングして直観的に国内の組織が結集

していることをイメージしやすくすることとした。また、各組織の紹介やア

ピールを目的とした写真を掲載するスペースを作成し、ホームページを閲覧

したものが各組織のウェブページへ移動することができる、ポータルサイト

の機能をもたせるものとした。  

 

 
図 1 -2 -4 -2  日本語版ウェブページのイメージ  
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図 1 -2 -4 -3  英語版ウェブページのイメージ  
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図 1 -2 -4 -4  参加組織・大学の紹介ページ構成（概要）のイメージ  

 

図 1 -2 -4 -5  参加組織・大学の紹介ページ日本語版試作ページ（一部）  

参加組織・大学

B

CDEFG

A

HP

A大学
各機関の紹介文章，活動紹介など△◇〇△◇
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇紹介

写真

事務局：東京」大学モビリティイノベーション連携研究機構
千葉県柏市柏の葉・・・・

本活動はNEDOの調査業務『「戦略的イノベーション創造プログ
ラム（SIP）第2 期自動運転（システムとサービスの拡張）」のう
ち，自動運転に係る海外研究機関との共同研究の推進に向けた連
携体制の構築』より一部支援を受けている

HP

B大学
各機関の紹介文章，活動紹介など△◇〇△◇
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇紹介

写真

HP

(国研) C研究所
各機関の紹介文章，活動紹介など△◇〇△◇
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇紹介

写真

HP

(財) D研究所
各機関の紹介文章，活動紹介など△◇〇△◇
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇紹介

写真

HP

・・・
各機関の紹介文章，活動紹介など△◇〇△◇
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇△
〇△◇〇△◇〇△◇〇△◇〇紹介

写真



   51  
  

1.2.5   新たな国際連携研究テーマの検討  

 ポスト S IP を見据えた新たな国際連携研究テーマとして、過去の S IP -adus

ワークショップ Breakou t セッションでの論議等を踏まえ、無人運転レベル４

モビリティサービスの実用化実現を目指した検討を行った。  

 本テーマにおける具体的な活動案は以下の通り。  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1 .  Leve l  4 モビリティを「条件付き」実用化を実現する  

選定する地域に対し、持続性のある統合移動サービスを実現するため

の妥当性構築に向けた「課題発掘」と「国際を含めた連携による解決」

へ取り組む  

【主要活動】  

1 .  具体的課題の抽出、優先度付け  

「条件付き」実用化を実現するための妥当性の構築と残課題に対

する対応策の作成  

〈検討領域例〉  

•  車両、車両技術  

•  インフラ、交通システム  

•  他の交通機関との連携  

•  ビジネスモデル  

•  効果検証  

•  制度、法律  

•  市民、社会受容性  

•  持続性のための統合移動サービスの成立性  

•  その他  

2 .  課題解決活動の実施  

課題解決に向けたアクションプランの作成と実行  

〈検討領域例〉  

•  関連研究をしている組織等連携先の調査  

•  連携体制の構築  

•  活動案の策定  

•  国際を含めた連携による課題解決活動の実施  

2 .  「条件付き」実用化を幅広く活用するための研究開発計画を立案し実行  

「条件付き」実用化地区→モビリティ生活実装実験場（仮称）の設置  

将来計画を作成し、支援組織の獲得  
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【主要活動】  

1 .  地域参加型モビリティ生活実装実験：「 Mobi l i t y  Liv ing  Labo ra to ry」

の活用により、「条件付き」実用化から幅広い実用化に向けた継

続開発計画の作成  

〈検討領域例〉  

•  インフラ、道路などの革新  

•  交通管制システムの革新  

•  道路交通の革新  

•  制度、仕組み等非技術領域の革新  

•  実用化地域の参画による活動の実施  

•  地域に合わせたサービスの構築  

〈活動例〉  

•  全体企画の策定、必要資源の明確化  

•  関係組織を巻き込んだ活動の実施  

•  国際連携などによる国際協力、国際調和の推進  

•  他の交通と統合したより便利な統合移動サービスの実現

に向け、新たな組織、活動の拡大  

•  新たな街作り等交通のみでなく幅広い検討に拡大  

2 .  支援組織への提言と承認獲得  

3 .  承認された計画に基づく活動の実施  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 なお、本活動のメンバーについては、 ITS Japan と連携し、 ITS Japan 自動

運転研究会のメンバーや、モビリティ・イノベーション推進連絡協議会のメ

ンバー等に声掛けを行うとともに、本学発のベンチャー企業にも声掛けを行

い、若手研究者・事業家も巻き込んだ活動を行っている。また、本活動の状

況は 1 .2 .1 項で述べた連絡会議にて報告し、有識者との情報共有を行なって

いる。  

 

また、本テーマにおける国際連携活動としては、 2019 /10 /7 に行われた

Soc io -economic  Impac t における日独共同研究第 1 回会議（於ドイツ宇宙研究

所ベルリン事業所）会議において、新たな国際連携研究テーマとして取り組

んでいる「 L4 モビリティサービス実用化検討」の状況について説明を行った。

（説明資料の抜粋を下記に示す）。  
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 また、 S IP -adus ワークショップ 2019 の Breakou t セッション ”Reg iona l  

Act iv i t i es”において、レベル 4 のモビリティサービス実用化に向けた日米欧

各地の取り組み状況と課題について議論を行い、レベル４の自動運転車の社

会実装に向け、次のステップとしてどうすべきか論議を行った。  

 本テーマの検討は 2019 /10 / 1 に実施したキックオフ会議を皮切りに 12 月、

2 月と検討会を実施し、具体的な課題・取り組むべき研究テーマの論議を行
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った。以下、 2020 /3 /2 に開催予定だった ITS 推進フォーラム ※ における本活

動に絡む国際動向と本活動の取り組み状況についてまとめた資料を示す。  

※ 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス （ C O V I D - 1 9） の 影 響 を 受 け 中 止  
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1.3  自動運転関連研究のデータベースの拡充 

 

1.3.1   本年度の実施内容  

自動運転に関する研究開発は引き続き増加すると予想 され る 。そ のた め、

今後も国内における自動運転研究の動向は変化し続けると思われる。平成 30

年度に実施した平成 30 年度戦略的イノベーション創造プログラム（ S IP）第

2 期自動運転（システムとサービスの拡張）自動運転に係わる海外研究機関

との共同研究の指針に向けた基礎調査 [1 ]（以降、過年度事業）で作成された

自動運転の研究者リストもこれに対応するため、継続した更新が求められる。

これを踏まえ、今後の更新に関する方針を定めるため、本年度に実施した事

業では、モビリティ・イノベーション連絡会議構成員に対し、第 4 回および

第 5 回モビリティ・イノベーション連絡会議において、継続した更新の是非、

リスト作成の目的、リスト収録項目、将来のデータベース化、およびデータ

ベースの共有方法に関する意見照会を行った。席上で出た意見を整理して本

年度の取りまとめとした。  
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1.3.2   国内有識者データベースに対する有識者の意見と対応  

国内有識者データベースについては、第 4 回モビリティ・イノベーション

連絡会議において有識者よりご意見を頂き、主要な意見については対応方針

を整理して、第 5 回モビリティ・イノベーション連絡会議にて構成員へ提示

した。表 1 -3 -2 に意見と対応方針をまとめる。  

構成員の意見のなかでも、最も懸念されていることは、対外的に情報を公

開する場合の個人情報保護である。これに対する当面の方針として、データ

ベースの利用は調査を依頼した連絡会議構成員内での利用にとどめることや、

対外的な公開については、連絡会議で是非や公開可能な範囲を検討すること

を整理した。  

 

表 1 -3 -2  有識者の意見と対応方針  

主要な意見  対応方針  

どういう切り口でその情報が集ま

っていて、連携を考えた際、技術

の成熟度等によって、どの先生と

組めば良いといった情報が分かる

とありがたい。  

連絡会議構成員からリストアップ

いただく際に、どういった切り口

（研究のキーワードやテーマ）の

先生であるのかを明らかにして頂

いており、今後もそのように対応

する。  

外に出すときは、こちらが一定レ

ベルを保証して出すのか等、単な

るプラットフォームで良いのか議

論しなければならない。  
攻撃に対する脆弱性ということも

あるが、こちらの名前を出すとき

には、まず責任の範囲を明確にし

なければならない。  

個人情報保護の観点から、当面は

連絡会議構成員内での利用に止め

る。  
対外的な公表については、連絡会

議で是非を検討するとともに、公

開可能なデータの範囲について検

討を行う。  

データベースでいくと、どこまで

責任を持つのか、使われたらどう

するのかを考えないといけない。  
学会のペーパーであれば、著者の

レベルは読む者が読めば分かる。

そういうイメージで整理してはど

うか。  

公開可能なデータの範囲を考える

際に、学会のペーパーや先生方の

HP な ど の 既 に 公 開 さ れ て い る 情

報を参考に検討を行う。  

産業界から見て、学術界の先生方

がどのような研究をされているの

か分からない。まずは、産業界の

方と共有ができるデータベースが

望ましいのではないか。  

当 面 は 連 絡 会 議 内 の 共 有 に と ど

め、今後、産業界のニーズを踏ま

え た う え で 、 デ ー タ ベ ー ス の 内

容・共有方法について検討を行う。 
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1.3.3   データベース作成の目的  

 自動運転分野は、国際競争・協調の両面があること、関連する分野が多い

ことが特徴である。自動運転は新たな産業に結び付く可能性が高い分野であ

り、この分野での活発な研究開発の創出が求められている。具体的には国内

研究組織間、国際研究組織間での新規研究の創出が求められている。このよ

うな背景を踏まえると、国内研究データベースを作成する目的は、次の 2 点

にまとめられる。  

1 .  海外からの国内研究者問合せ対応  

2 .  新規研究創出に向けた研究者のマッチング機能  

研究者のマッチング機能の充実に関しては、既存のインターネット上の研

究者検索サイトなどとの差別化が重要である。これに対しては、情報の信頼

性や他分野の有識者の検索が容易であることが求められる。各研究者は自身

の専門分野については、学会発表等を通じて他の研究者の動向は把握してい

るが、他分野については、行政などの主催する外部の委員会などでごく限ら

れた研究者とのつながりはできるものの、他の研究者や研究動向について情

報が不足しがちである。自動運転は関連する分野が広いトピックであること

から、他分野の研究動向についても把握できることが望ましい。そのため、

本データベースでは異分野とのつながりを見つけられることが一つの利点と

なりうる。  

  



   69  
  

表 1 -3 -3  データベース作成の目的  

海外からの国内研究者  

問い合わせ対応  

データベース作成の当初の段階では、S IP が日欧

連携や 日独 連携 など 、海外 との 共同 研究 の窓口

機能を 担っ てお り、 国内の 自動 運転 関連 研究者

のデー タベ ース を作 成する こと で、 海外 からの

問い合 わせ に対 して 的確か つ迅 速に 対応 するこ

とが目的  

研 究 者 の マ ッ チ ン グ 機 能

の充実  

上記 に加 え、 下記 の メリ ット を生 かし て 研究 者

のマッチング機能を充実させることが目的  

・デー タベ ース に登 録する 研究 者の 功績 （論文

等）が、自身の専門 分野を超えて、様々 な分

野の研究者の目に止 まること。また、逆 に他

分野と協働する場合 、協働する他分野の 研究

者を容易に探すことができること  

・デー タベ ース には 、各分 野の 研究 者が 当該分

野において自動運転 に関連している研究 者を

リスト化しているた め、情報の信頼性が 高い

こと。そのため、的確に研究者が探せること。 
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1.3.4   データベース収録項目の検討  

平成 30 年度の研究者リストには、氏名、所属・職位、連絡先（メールアド

レス等）、研究キーワード、研究テーマ（自動運転に関連しそうなもの）、そ

の他参考情報（ UR L 等）、記入者の情報が含まれていた。  

本年度検討した国内研究者のデータベースは、この研究者リストを引き続

き更新することとしていたため、調査項目や記述について再検討を行った。

これを第 5 回モビリティ・イノベーション連絡会議において今後の活用を含

め提案し、有識者からの意見聴取を行った。  

この結果、個人情報に関する部分である連絡先はブランクとするとともに、

今後、記載データの更新日が把握できるよう、更新日を項目に追加した。表

1 -3 -4 はその一覧である。また、上記以外で有識者が必要とする情報（有識者

のニーズ・要望）については、連絡会議で討議・決定し、次回更新時に反映

することとした。  

 

表 1-3-4 データベースの収録項目  

①氏名  

②所属・職位  

③連絡先（メールアドレス等）→ブランク  

④研究キーワード  

⑤研究テーマ（自動運転に関連しそうなもの）  

⑥その他参考情報（ UR L 等）  

⑦記入者名  

⑧更新日  
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1.3.5   データベースの共有方法  

本データベースはモビリティ・イノベーション連絡会議の構成組織にお

ける研究者について情報を集約したものであるから、現段階では構成員内

での利用に限ることとした。これを原則として今後のデータベース情報の

共有については、個人情報の取扱いに配慮したうえで、表 1-3-5 に示す共

有化ルール案を提案した。  

一方、今後整備するデータベースについては、本事業の性質上、行政や

産業界など、外部への公開を要請される可能性があることから、公開する

場合についても範囲・方法等について、引き続き連絡会議の場で議論して

いくこととした。  

 

表 1-3-5 データベースの共有ルール案  

 データベースのうち、④連絡先（メールアドレス等）を削除したデ

ータベースを連絡会議構成員内で共有する。外部へは公開しない。  

 データベース本体はパスワードによる管理を行った上で共有する。  

 本ファイルは連絡会議構成員のみ使用可能とし、部外者への提供・

閲覧を禁止する。  

 構成員がデータベースに記載された研究者にコンタクトをとる場合

は、データベースの記入者（他の構成員）に連絡し、連絡先（メー

ルアドレス等）の情報を得てコンタクトを図る。  

 データベースを使用した成果を対外的に公表する場合には、連絡会

議の場で確認する。  

 

  



   72  
  

1.3.6   本年度データベースの情報更新  

平成 30 年度に引き続き、「モビリティ・イノベーション推進連絡協議会」

もしくは「自動走行システムの社会的影響に関する検討会」の構成員、加え

て、これらの会議に出席する産業技術総合研究所、一般財団法人自動車研究

所、自動車技術総合機構交通安全環境研究所、理化学研究所の各研究機関の

有識者に対し、自動運転研究に関する情報収取と集約を実施した。表 1 -3 -6

はこれらの会議に参加する構成員の所属先を列挙したものである。  

更新はこれらの組織に対して行い、所属する研究者や知り合いの研究者を

ご紹介いただくこととした。図 1 -3 -6 はその際に用いた依頼状である。  

 

表 1 -3 -6  依頼を行った構成員一覧  

モビリティ・ イノベーション推 進 連 絡 協 議 会  依 頼 先 組 織  (順 不 同 )  

金 沢 大 学  新 学 術 創 成 研 究 機 構  未 来 社 会 創 造 コ ア 自 動 運 転 ユニット 

九 州 工 業 大 学  自 動 運 転 ・安 全 運 転 支 援 総 合 研 究 センター 

群 馬 大 学  研 究 ・ 産 学 連 携 推 進 機 構  次 世 代 モ ビ リテ ィ 社 会 実 装 研 究 セ ン

ター 

慶 應 義 塾 大 学  モビリティカルチャー研 究 センター 

筑 波 大 学  人 工 知 能 科 学 センター 

東 京 大 学  モビリティ・ イノベーション連 携 研 究 機 構  

東 京 農 工 大 学  スマートモビリティ研 究 拠 点  

東 北 大 学  未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 センター 

同 志 社 大 学  技 術 ・ 企 業 ・ 国 際 競 争 力 研 究 センター 

同 志 社 大 学  モビリティ研 究 センター 

名 古 屋 大 学  未 来 社 会 創 造 機 構  モビリティ社 会 研 究 所  

日 本 大 学  生 産 工 学 部  自 動 車 工 学 リサーチ・センター 

明 治 大 学  自 動 運 転 社 会 総 合 研 究 所  

横 浜 国 立 大 学  持 続 可 能 なモビリティシステム研 究 拠 点  

産 業 技 術 総 合 研 究 所   

情 報 ・ 人 間 工 学 領 域  知 能 システム研 究 部 門  

自 動 車 ヒューマンファクター研 究 センター 

日 本 自 動 車 研 究 所  安 全 研 究 部  

交 通 安 全 環 境 研 究 所  自 動 車 安 全 研 究 部  

理 化 学 研 究 所  

革 新 知 能 統 合 研 究 センター 

生 命 機 能 科 学 研 究 センター 
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図 1 -3 -6  依頼状（一部）  

 

●データベースの更新結果  

過年度において同様に構成員に対して調査を行ったときに得られた国内

における自動運転に関する研究者リストでは、延べ 18 0 人の有識者が登録さ

れていたが、今回の更新に伴い 5 0 人が追加、7 人が削除され、最終的には 223
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人の自動運転に関する研究者のリストが構築された。  

1.3.7   今後の活用方法検討  

国内有識者データベースの活用方法として、①登録している有識者の専門

分野をマッピングして自動運転の関連分野を整理した事例と、②自動運転技

術を認知、判断、操作に大別し、有識者の関連をマッピングすることが考え

られる。  

（１）自動運転関連分野が含まれる割合  

国内有識者データベースを用いて、有識者の専門分野をマッピングした結

果、以下の知見を得た。比較的近しい関係にある道路・交通分野、通信分野

については、関連領域が多く提示されているが、社会、経済、法律、エコシ

ステム、保険、医療・医学については関連する領域が少ない傾向にある。今

後のデータベース拡充の方向性として、これらの手薄な分野でのネットワー

キングが重要であることが図表とした結果を分析したところ、示唆された。  

（２）自動運転技術に関連する研究者のマッピング  

自動運転技術を、車を運転する際に求められる機能である認知、判断、操

作に大別し、有識者の関連をマッピングした。操作に関連した研究を推進す

る有識者が最も多く、認知や判断を研究対象とする有識者は少ない傾向にあ

る。また、この 3 つの分類に分けることができないその他・周辺技術に属す

る有識者も多く、自動運転技術の中でも多様な研究領域があることが示唆さ

れた。  
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1.3.8   今後の方針  

収集したデータの活用について、自動運転分野における研究テーマの推移、

特に「知覚」、「認知」、「判断」、「操作」のどの分野における研究者が多いの

かを知るきっかけとなることが期待される。また、これが明らかになると国

際連携において、どの分野に重点を置くべきかの指標となることが期待され

る。  

これらの期待がある中で、研究者の公開情報と個人情報の切り分けや扱い

に対する配慮が求められる。例えば、論文やホームページなど研究成果の情

報発信は研究者も行っているところだが、実施中の研究内容についての対外

的な発表は難しい。また、連絡先等もむやみに公開することは望ましくない。

本年度の事業ではこれに関する検討を始めたばかりであるが、今後、データ

ベースの内容を活用していくにあたり、倫理的な配慮が求められる。  

 

参考文献  

[ 1 ]  内 閣 府 、 戦 略 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 造 プ ロ グ ラ ム （ S I P） 第 2 期 自 動 運 転 （ シ ス テ ム

と サ ー ビ ス の 拡 張 ）自 動 運 転 に 係 わ る 海 外 研 究 機 関 と の 共 同 研 究 の 指 針 に 向 け た 基

礎 調 査 報 告 書 、2 0 1 9 年 2 月 、h t t p : / / w w w. s i p - a d u s . g o . j p / r d / r d d a t a / r d 0 2 / 4 0 2 _ s . p d f（ 2 0 2 0

年 3 月 2 5 日 閲 覧 ）  
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2. 自動運転分野における国際連携の研究を促進する

組織の設立計画の立案並びに調整 
 

2.1  持続的な連携モデル（組織形態、構成員等）の検討 

 自動運転分野の学術研究を連携して行うにあたり、新たな組織の設立が期

待されている。本年度は平成 30 年度戦略的イノベーション創造プログラム

（ S IP）第 2 期自動運転（システムとサービスの拡張）自動運転に係わる海外

研究機関との共同研究の指針に向けた基礎調査（東京大学） [1 ]において調査

した国内の事例を参考としながら、国内において類似する学主導の組織の活

動状況について情報収集を行った。また、海外事例についても過年度実施事

業の検討結果を踏まえ、自動車分野における代表的な事例であるドイツのア

ーヘン工科大学の自動車工学研究所 IKA と、その産学連携組織である FKA

についての調査を行った。  

 

2.1.1   国内活動状況の調査  

国 内 の 自 動 運 転 分 野 に お け る 各 大 学 の 取 り 組 み 状 況 に つ い て 、 モ ビ リ テ

ィ・イノベーション推進連絡協議会やシンポジウム、セミナー等への参加を

通じて情報収集を行った。  

 

表 2 -1 -1 国内における関連組織の取り組み状況調査  

日時  場所  情報収集先  内容  

2019 /7 /22  名 古 屋 大 学 東

山 キ ャ ン パ ス

（ 愛 知 県 名 古

屋 市 ）  

九 州 工 業 大 学  自 動 運

転・安 全 運 転 支 援 総 合 研

究 セ ン タ ー 、 東 北 大 学  

未 来 科 学 技 術 共 同 研 究

セ ン タ ー 、 名 古 屋 大 学  

未 来 社 会 創 造 機 構  モ ビ

リ テ ィ 社 会 研 究 所 、  

日 本 大 学  生 産 工 学 部  

自 動 車 工 学 リ サ ー チ・セ

ン タ ー 、 明 治 大 学  自 動

運 転 社 会 総 合 研 究 所 、  

横 浜 国 立 大 学  持 続 可 能

な モ ビ リ テ ィ シ ス テ ム

研 究 拠 点  

モ ビ リ テ ィ・イ ノ ベ ー シ ョ

ン 推 進 連 絡 協 議 会 （ 2 0 1 9

年 度 第 1 回 ）に お い て 、最

近 の モ ビ リ テ ィ 動 向 に 関

す る 話 題 提 供 を す る と と

も に 、参 画 大 学 研 究 者 と の

情 報 交 換・意 見 交 換 を 実 施  
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2019 /11 /20  名 古 屋 大 学 環

境 総 合 館 １ 階

レ ク チ ャ ー ホ

ー ル （ 愛 知 県

名 古 屋 市 ）  

名 古 屋 大 学  未 来 社 会

創 造 機 構  

名 古 屋 大 学 C OI 法 整 備 ユ

ニ ッ ト 主 催 の シ ン ポ ジ ウ

ム に お い て 、大 学 研 究 者 と

の 情 報 交 換・意 見 交 換 を 実

施  

2019 /11 /27  福 島 ロ ボ ッ ト

テ ス ト フ ィ ー

ル ド （ 福 島 県

南 相 馬 市 ）  

東 北 大 学  未 来 科 学 技

術 共 同 研 究 セ ン タ ー 、

明 治 大 学  自 動 運 転 社

会 総 合 研 究 所  

福 島 浜 通 り 次 世 代 モ ビ リ

テ ィ セ ミ ナ ー 第 ３ 回 に お

い て 、最 近 の モ ビ リ テ ィ 動

向 に つ い て 参 加 者 と の 情

報 交 換 ・ 意 見 交 換 を 実 施  

2019 /12 /12  石 川 県 地 場 産

業 振 興 セ ン タ

ー 内  ア イ ・

エ リ ア 友 禅

（ 石 川 県 金 沢

市 ）  

東 北 大 学  未 来 科 学 技 術

共 同 研 究 セ ン タ ー 、名 古

屋 大 学  未 来 社 会 創 造 機

構  モ ビ リ テ ィ 社 会 研 究

所 、 同 志 社 大 学  技 術 ・

企 業・国 際 競 争 力 研 究 セ

ン タ ー 、 同 志 社 大 学  モ

ビ リ テ ィ 研 究 セ ン タ ー  

モ ビ リ テ ィ・イ ノ ベ ー シ ョ

ン 推 進 連 絡 協 議 会 （ 2 0 1 9

年 度 第 ２ 回 ）に お い て 、最

近 の モ ビ リ テ ィ 動 向 に 関

す る 話 題 提 供 を す る と と

も に 、参 画 大 学 研 究 者 と の

情 報 交 換・意 見 交 換 を 実 施  

2020 /1 /21  福 島 ロ ボ ッ ト

テ ス ト フ ィ ー

ル ド （ 福 島 県

南 相 馬 市 ）  

東 北 大 学  未 来 科 学 技

術 共 同 研 究 セ ン タ ー 、

明 治 大 学  自 動 運 転 社

会 総 合 研 究 所  

福 島 浜 通 り 次 世 代 モ ビ リ

テ ィ セ ミ ナ ー 第 ５ 回 拡 大

シ ン ポ ジ ウ ム に お い て 、最

近 の モ ビ リ テ ィ 動 向 に 関

す る 講 演 を 実 施 す る と と

も に 、 参 加 者 と の 情 報 交

換 ・ 意 見 交 換 を 実 施  

2020 /1 /28  御 茶 ノ 水 ソ ラ

シ テ ィ  カ ン

フ ァ レ ン ス セ

ン タ ー （ 東 京

都 千 代 田 区 ）  

名 古 屋 大 学  未 来 社 会

創 造 機 構  

名 古 屋 大 学  未 来 社 会 創 造

機 構  モ ビ リ テ ィ 社 会 研 究

所 主 催 の シ ン ポ ジ ウ ム に

お い て 、関 係 者 と の 情 報 交

換 ・ 意 見 交 換 を 実 施  

2020 /2 /26  い わ き 市 立 中

央 台 公 民 館

（ 福 島 県 い わ

き 市 ）  

東 北 大 学  未 来 科 学 技

術 共 同 研 究 セ ン タ ー 、

明 治 大 学  自 動 運 転 社

会 総 合 研 究 所  

福 島 浜 通 り 次 世 代 モ ビ リ

テ ィ セ ミ ナ ー 第 ６ 回 に お

い て 、最 近 の モ ビ リ テ ィ 動

向 に つ い て 参 加 者 と の 情

報 交 換 ・ 意 見 交 換 を 実 施  
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2.1.2   ドイツの産学連携組織（IKA・ FKA）の調査  

 ドイツ産学連携組織（ IKA・ FKA）については、平成 22 年度文部科学省イ

ノベーションシステム整備事業  大学等産学官連携自立化促進プログラム『産

学官連携に関する調査研究報告書  次世代自動車研究開発における、大学と産

業界との連携のありかたについての提言』 [2 ]（以降、先行する調査報告書）

において、現地でのインタビューを含めた詳細な整理がなされているため、

この先行する調査報告書を引用し、自動運転に関する学学連携組織の準備と

いう観点をもとに整理を行った。  

 

・ IKA および FKA の概要  

以下は、先行する調査報告書 [2 ]からの引用である。  

 

「アーヘン工科大学の自動車研究機関である IKA（ In s t i tu t  fü r  Kra f t fahzeuge）

は 1902 年に設定され、110 年の歴史を持つ。1995 年に新キャンパスに移設さ

れた。また、1981 年には、産業界との連携を高めることを目的として、企業

体に近い FKA（ Forschungesgese l l scha f t  K ra f t fahrwesen  mbH A achen）が設立さ

れた。その理由は、企業と大学との間でしばしば知的財産権に関する問題が

生じるためである。したがって、企業は大学とではなく、 FK A と共同研究を

行い、契約は IKA・大学と締結する。大学と IKA の間では知的財産や秘密保

持に関する厳密な契約を結んでいる。」  

 「公的機関からの受託研究は IKA が担い、企業との共同研究は FKA が担当

する体制を組んでいる。従業員は 230 名であり、内訳はエンジニア、ワーク

ショップ 60 名、管理部門 40 名、学生研究者（ S tuden t  Worker）130 名である。

学生研究者に対しては教育を行うとともにプロジェクトに参加させる。その

他に連携を持つ研究員が 70 名ほどいる。」  

 

企業との共同研究の場合、アーヘン工科大学と IKA の間で契約を結ぶが、

実際の研究は FKA と行うという形であることがアーヘン工科大学での特徴

と言える。その理由に知的財産の問題が生じるとの言及がある。日本でも産

学連携の推進に際し，この部分は今後さらなる検討が必要になると考えられ

る。特に、自動運転では関連する分野が従来の自動車産業の領域よりも広範

囲にわたることから、知財管理や調査の能力もより高いものが求められると

考えられる。  
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公的機関と企業で研究を受けるものが IKA と FKA に分かれる点も興味深

い。ただし、今回の調査では公的機関から受託研究を大学・ IKA が担当する

理由は本調査報告書からは読み取ることができなかった。  

また、当時の調査では、FKA には研究者が 130 名に対し、技術者が 60 名、

管理部門が 40 名在籍している。技術者 1 人当たり 2 名の研究者、管理部門で

は 1 名あたり 3 名の研究者となる。技術者や管理部門など研究を補助する人

員の割合が比較的多い印象である。これは、FKA が企業との共同研究を担当

する性格であることにより、 IKA に比べ実際の作業や実験に相当する部分を

担う性格が強いため、技術者や管理人員が多いのではないかと推測される。  

 

・活動の研究資金  

以下は先行する調査報告書 [2 ]からの引用である。  

 

「研究領域は 55%が先端研究、 20%が現在の自動車研究、 25%が次世代自

動車に関するものである。研究資金の内訳は、 62%が国内外の自動車関連企

業・機関から（その内 17%が自動車関連、 45%が部品関係の企業・機関との

共同研究）であり、 38%が公的機関からである。」  

 

研究資金 について 当 時の内訳 をみると 、 自動車関 連のもの が 17％に 対し

45％が部品関係であることから、部品に関する研究資金が多い印象である。

大学などの研究対象となるのは、操舵、加減速など、自動車の機能に関する

ものが多い。そのため、部品関係の研究資金が多いものと推測される。一方、

この推測に基づくと、自動車の機能に関する研究は部品メーカと行うことと

なるため、自動車メーカに代表される自動車関連企業とはどのような領域の

共同研究がなされているのかは興味深い点である。  

 

・保有する施設や設備  

2010 年にまとめられた、先行する報告書 [2 ]に示された当時のインタビュー

では、テストコースの建設が言及されていた。 2019 年時点では A ldenhoven  

Tes t ing  Cen te r  [3 ]  が設置され稼働していることから、これを活用した研究が

進められていると考えられる。このほか、IKA では 2020 年 3 月時点でドライ

ビングシミュレータ 2 台 [4 ]や試験車両を保有している [5 ]。いずれも、研究途

上にある自動運転に関する機能の有効性を確認する実験や、現状のドライバ

に対する運転行動の調査、自動運転機能の受容性確認に関する研究へ用いる

設備であることから、自動運転の研究を強く推進する設備を保有しており、
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この分野への研究に力を入れていることが推測される。  

 

・ IKA、 FKA の体制  

先行する調査報告書 [2 ]によると、 7 部門に分かれる体制を取り、直接の研

究開発を担う 6 部門に加え、戦略とプロセスの開発部門が含まれている。こ

の部門は技術探索、特許探索、プロジェクトマネジメントを担う [2 ]。これ以

外の 6 部門が技術開発に直結する内容であるのに対し、この部門は主にマネ

ジメントを主体としている。直接的には自動車の研究開発を行うものではな

いが、研究開発の動向や、プロジェクトの遂行を目的とした組織を含むこと

は IKA、 FKA に当時見られた特徴の一つと言える。  

 

・次世代自動車開発の一例  

 参考とした先行する調査報告書 [2 ]では 2010 年以前の自動車研究開発につ

いて触れている。その中で、電気自動車開発に関する Student  Car  P ro jec t が

紹介されている。当時は自動運転ではなく電気自動車 (EV)が次世代自動車と

目されていたため、具体例として挙げられたものと推測される。 IKA のホー

ムページ [6 ]では、 2020 年 3 月時点においても S tuden t  Ca r プロジェクトは

Research  pro jec t s  の Stud ies に属している。 S tuden t  Ca r  プロジェクトは 2010

年 12 月に終了 [7 ]したが、 Stud ie s に属するプロジェクトは現在も複数が存在

している。  

 

・今後の検討に際し参考となるコメント  

以下は先行する調査報告書 [2 ]からの引用である。  

 

「その他  

①  公的機関からの資金は IKA の資金ソースの重要な部分であるが、出費の証

明などに非常に細かな帳票が必要であり、管理費用が増えるので消極的に

なりやすい。  

②  州 や 国 の 担 当 者 が 技 術 や 産 業 界 の ニ ー ズ を 十 分 に 把 握 し て い る わ け で は

ないので、大学や IK A からインフォメーションを提供して啓発することが

必要である。これにより、必要とされるプロジェクトを誘起できる。  

③  公的研究資金にては、州、国、 EU からの 3 種類がある。  

④  大学と企業の 2 者のみのプロジェクトの場合、研究員の人件費にほとんど

費やされることが多い。  

⑤  自動車会社は大企業であり、多額の研究費が保証されている。その一方で、
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企業の方針に沿った方向のみの研究にテーマが絞られており、それ以外の

テーマを設定することは困難である。 IK A は多方面の研究テーマであり、

企業の行っていない分野で依頼がある。また、企業との共同研究では企業

の希望に沿うものである必要があり、科学的な信念だけでなく、技術、実

用化や製品化も必要である。  

⑥  自動車会社は多くの研究スタッフを有するが、IKA の資金の 45%は Tera1、

Tera2 の部品会社であり、中小企業も多い。  

⑦  自 動 車 の バ ッ テ リ ー に 関 し て は 、 他 の 研 究 部 門 が ア ー ヘ ン 工 科 大 学 に あ

る。」  

 

2010 年 当 時 の 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る こ れ ら の 事 項 は 、 2020 年 現 在 も

IKA・ FKA が引き続き自動車研究の一翼を担う代表的な研究組織であること

を考慮すれば、今後検討する新組織についても十分参考になると目される。  

まず、項目①，③，④，⑥は主に活動資金について述べている部分である。

当時の IKA や FKA では公的機関からの資金に加え、部品会社や中小企業か

らの資金も多く含まれていた。当時の比率は先行調査で触れられているが、

現在までの比率の経時変化は、新組織の活動を支える資金の獲得について参

考になると思われる。  

項目②の担当者が産業界のニーズを踏まえているわけではないという言及

と IKA や FKA から情報提供を受けるという点からは、 IKA や FKA に知的財

産 や マ ネ ジ メ ン ト を 執 り 行 う 部 門 が あ る こ と 、 ま た 先 行 す る 調 査 報 告 書 [2 ]

ではこの部門がマネジメント機能、コンサルティングサポートを行っている

と記載されていることから、当時よりコミュニケーションも重要な活動の一

つとしていたと推測される。  

次に、研究活動について項目⑤の記述に着目すると、研究実施に関する裁

量性と予算規模のトレードオフが当時は見られたことがわかる。また、 IKA

が多方面の研究テーマを実施することに対して企業は一つのテーマ実施を望

むという点について、現在の状況に当てはめると、自動運転分野は当時の次

世代自動車よりもさらに広範囲の領域に及ぶことから、このような課題が自

動運転分野でも頻出することが予想される。また、当時の次世代自動車の一

つであった EV において重要な部品であるバッテリーについては、 IKA 以外

の研究組織があることも読み取れる。これらの組織が EV についてどのよう

に研究活動を進めていたのか、連携の有無や成果は、学学連携の一つの先行

事例になりうるのではないかと推測される。  

  



   82  
  

2.1.3   今後検討される国内組織について  

国内組織について、平成 30 年度に実施された事業の調査および検討結果 [1 ]

をもとに、産学官の役割分担、持続的資金の流れ、人材育成、異分野間の連

携構築について、表 2 -1 -3 に示す観点で今後検討される国内組織の枠組みを

整理した。  

 

表 2 -1 -3 検討する国内組織が持つ機能イメージ  

産学官の役割分担  産が資金・人材を出資し、学が人材（特任）を派遣

し、その組織（受け皿）に対して官が資金支援（補

助金等）する枠組み  

持続的資金の流れ  産業界からの出資と、官側からの税制改正や補助金

等による持続的な資金の流れを検討  

人材育成  産からの人材出資、学からの人材派遣を想定。実学

と理論の両面から実際のフィールド・課題を対象に

実証的な研究を行う中で人材を育成していくことを

想定  

異分野間の連携構築  学がハブとなって幅広い分野の専門家を招集し、新

たに生じる課題に対応  

 

自動運転を軸として、学の分野で広く連携を図る。連携を通じ、新組織に

対して研究者を派遣することが考えられる。派遣のスキームには、例えば特

任教員として兼務とする方法が考えられる。一方、新組織が活動するうえで

は専任のスタッフも求められる。そのためにはある程度の資金が当初より求

められる。  

 活動を支える資金は、組織設立の当初において官からの支援が望ましい。

表 2 -1 -3 に整理した通り、短期的には、自動運転に関する施策における補助

金などを活用して組織立ち上げ、および維持を図ることが考えられる。しか

し、長期的には産業界からの支援を得ることが必要である。また、支援を受

けるだけでなく、支援に対するリターンを提供することが望ましい。例えば、

産業界については人材育成に関する取り組みに関連することとして、自動運

転に関連する学術研究の教育活動や啓蒙活動を取り組みとして実施すること

が考えられるほか、官からの支援に対しては自動運転に関する施策実施の協

力、標準化活動の知見提供や国際共同研究の推進体制構築などがリターンと

期待される。  
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 人材育成については、自動運転という共通するテーマを通じた学、産業界、

官での交流を軸として、推進されることが望ましい。産官学の各分野におい

てそれぞれの人材に求められる能力が異なることを考慮する必要はあるが、

多様な分野での経験を得ることも必要と思われる。例えば、試験車両の維持

管理、試験設備の維持管理については学よりも産業界にノウハウの蓄積があ

り、これに特化した人材もすでにそろっていると考えられる。許認可、規制、

基準策定については官の領域ですでにノウハウの蓄積があるものと想定され

る。一方、抽象的な理論の検討や、新たな知見の実応用への適用、解決すべ

き問題の定式化や解決に向けた提案は学の分野にある人材へ求められること

である。それぞれの特徴を考慮したうえで、自動運転の導入という一つの社

会的な課題に対して取り組むことで、それぞれの分野におけるエキスパート

と、自動運転を俯瞰的に見られるエキスパートの育成が期待される。図 2 -1 -3

はこれらのイメージを表すものである。今後検討する国内組織が自立して活

動を開始する際に見られる循環と、その最初の一押しを官から与えることに

ついて表している。  

 

 

図 2 -1 -3  学学連携組織のイメージ  
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あわせて、今年度の検討の中では今回検討されている組織の具体的な活動

についてもイメージを行った。例えば S IP -adus  workshop を運営する組織とし

て、国際学会の日本支部のようなものも形態として一考できる。これは大学

や研究機関が多い「学」分野だけなく、自動車産業に代表される「産」や、

行政組織に代表される「官」が参画できる学会のようなイメージであり、研

究開発と事業を継続的に進めていくことが可能な組織であると期待される。

研究開発に取り組む際の目標、いわゆる出口としては、①製品化、②基準・

標準、③認証があげられる、このうち、②、③が、学も関与する協調領域と

なる。これらに関しては既存の組織がすでに手掛けている部分もあるため、

その手前にある、ステークホルダ同士でのコミュニケーション・情報共有を

行うような組織が念頭にある。また、産が手掛ける中にある新しい技術シー

ズを学術的な取組へ促していくことも必要である。  

 更にこの組織は、狭い分野を対象とする学会とは異なり、自動運転の社会

実装という共通目標の下に多分野から関与できること、産・学双方からこの

分野に関するニーズを持ち寄れること、大学や研究機関に追っては産業界と

良い関係が構築できることが必要な要素と考えられる。そのため、この組織

が活動する主な分野については、旧来の自動車交通の分野において多数を占

めていた電気、機械、土木の技術分野だけでなく、法律、哲学、倫理、社会、

経済、ソーシャルサイエンティフィックなどの幅広の分野の関与が必要であ

る。  
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2.2  組織設立計画の立案（2021 年度下期に準備委員会の設

定）ならびに調整 

本項目では、 2 .1 項の検討を踏まえ、海外の産官学が連携した研究機関と

も対峙し、日本固有の課題にも対処できる、自動車産業の競争力に資する組

織を検討する。  

組織の設立に向けては内閣府等と連携しながら、関係府省庁、業界団体等

各所とのコンセンサスを得た上で、タイムスケジュールを整理し、組織概要

（法人格、参加メンバー、規模、機能、評価制度等）、組織設立に必要な規則

等を取りまとめる。これらについては 2020 年度以降に実施する予定である。 
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