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GITI

• 1998年に早稲田大学内において常設研究

機関として開設

• 発足コアメンバー

富永英義教授 浦野義頼教授 田中良明教授 寺島信義教授 松本充司教授
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13:30-14:30 特別講演

『宇宙利用の動向と展望 -Space Portなどの取り組み-』

山崎 直子
（一般社団法人Space Port Japan 代表理事
元JAXA宇宙飛行士）

2010年スペースシャトル・ディスカバリー号に搭乗し、国際宇宙ステーション
(ISS)組立補給ミッションSTS-131に従事
2011年宇宙航空研究開発機構(JAXA)退職後、内閣府宇宙政策委員会委員、
一般社団法人スペースポートジャパン代表理事、日本ロケット協会理事

「宙女」委員長、宙ツーリズム推進協議会理事、環境問題解決のための「アー
スショット賞」評議員などを務める。
著書『宇宙に行ったらこうだった！』（リピックブック社）など。
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Shigeru SHIMAMOTO
WASEDA University

General Chair

Global Information and Telecommunication Workshop



Participant Universities:

Beijing University of Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Institut Teknologi Bandung

Organizer:

Co-Organizers:

ds

Global Information and 
Telecommunication Workshop
December 20th – 21st, 2024
Tokyo, Japan (Hybrid)

CALL FOR PAPERS

The GITW is a global inter-university workshop on the latest ICT advances, offering students the chance
to present achievements and engage with universities worldwide. It also facilitates academic exchange
among faculty and promotes international research collaboration.
ASPIRE Session: The ASPIRE Project, supported by the Japan Science and Technology Agency (JST) is a
pioneering governmental research program that aims to foster international collaboration among top
researchers, nurturing and mobilizing future research leaders. At GITW, a joint session will be held with
ASPIRE partner universities from Norway, Canada, UK and Australia, in collaboration with Waseda
University.

Important Dates
Abstract Submission: October 31, 2024
Presentation slides submission: November 30, 2024

University Malaysia Sabah 
Zhejiang University

Peking University
Shanghai Jiao Tong University 
Thammasat University 

Learn more at  https://gitw2024.w.waseda.jp/

Topics of Interest
The GITW2024 will address challenges with realizing ICT over various sectors including technology and applications. We
cordially invite original contributions in, but not limited to, the following areas:

GITW 2024
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CountCountry/Region
48Japan
18Indonesia
12Australia
12Korea
11China
5Taiwan
3Bangladesh
2UK
5Canada
2Norway
1Thailand
1France
1USA
1UAE
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GITW 2024 Registered Universities

CountUniversity
41Waseda University
18Institut Teknologi Sepuluh Nopember
12Hanyang University
11Charles Sturt University
7Keio University
5National Taiwan University
5Memorial University
4Tsinghua University

3
Mawlana Bhashani Science And Technology 
University

3Shanghai Jiao Tong University
2Yangzhou University
2Ntnu
1Nectec Thailand
1Federation University Australia
1Queens University Belfast
1Southwest Jiaotong University
1University De Lille
1University Of Cambridge
1University Of Houston
1Khalifa University
1Zhejiang University
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Participant Universities:

Organizer:

Co-
Organizers:

ds

December 5th – 6th, 2025, Tokyo, Japan (Hybrid)
Learn more at https://gitw2024.w.waseda.jp/

CALL FOR PAPERS

The GITW is a global inter-university workshop on the latest ICT advances, offering students the
chance to present achievements and engage with universities worldwide. It also facilitates
academic exchange among faculty and promotes international research collaboration.

ASPIRE Session: The ASPIRE Project, supported by the Japan Science and Technology Agency (JST)
is a pioneering governmental research program that aims to foster international collaboration
among top researchers, nurturing and mobilizing future research leaders. At GITW, a joint session
will be held with ASPIRE partner universities from Norway, Canada, UK and Australia, in
collaboration with Waseda University.

Important 
Dates

The GITW2025 will address challenges with realizing ICT over various sectors including technology
and applications. We cordially invite original contributions in, but not limited to, the following areas:

Supported by:The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)
Japan Science and Technology Agency (JST)

Shanghai Jiao Tong University 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Thammasat University 

Zhejiang University
Yang Zhou University
Keio University

Mawlana Bhashani Science and 
Technology University

Global Information and 
Telecommunication Workshop 2025

Topics of Interest

• Communications Software and Multimedia
• IoT and Senser Networks
• Mobile & Wireless Networks
• Optical Networks & Systems
• Wireless Communications
• Machine Learning and AI
• Vehicular Cooperation and Control
• Assisted and Autonomous Driving
• Satellite, Airborne and Maritime Mobile 

Systems 

• Next Generation Networking and Future 
Internet

• Computer Vision / Video and Image 
Recognition

• e-Health
• Big Data
• Quantum Communications
• Natural Language Processing
• Information Security and Privacy
• Image / Network Processing
• Digital Contents etc.

Abstract Submission: November 15, 2025
Presentation slides submission: December 10, 2025

Nishi-
Waseda

Tokyo



GITI Forum 2025
『6Gを目指した各箇所での取り組みと宇宙通信を
含めたNTN技術による未来システムの展望』
日本は Beyond5Gというテーマで多くのプロジェクトが進行しており、3GPPの5G-Aや米国主導の NEXT-G、
ITUのIMT-2030など多くの標準化活動グループが存在し、パートナー作りが盛んである。今後10年の関連分野
の発展もここ2,3年での枠組の影響が大きく、そこでの出遅れは日本にとって致命的な地位低下を招く可能性が
ある。AI分野などでも目覚ましい進歩を遂げようとしている中国の台頭も今後はますます影響力が高まる可能
性があり、技術的には世界TOPクラスと言えるため、その動向も注意深く見る必要がある。一方では、セキュ
リティー問題など課題は多く、一部では6Gリセットの概念が生まれ多額な投資が必要な6Gの進展への消極的な
動きが出るなど、難しいを選択をしなければいけない可能性がある。フォーラムではこれらの動向を紹介し、
将来の選択のための建設的な議論を行う。

一方で米国スターリンク社など海外の民間の衛星系通信インフラへの投資は巨大であり、これまでの政府
主体の研究ベースでの開発スピードとは明らかに異なる。数千から万もの衛星を打ち上げる予定のスターリン
クを筆頭に、国別、会社別の総量規制等が全くないなか、豊富な資金力を持つ一部の組織が宇宙通信インフラ
の独占的な支配になるのか注意深く見守る必要がある。その勢力が将来の地上系のモバイルシステムに及ぶ可
能性が非常に高く、国内の通信キャリアもそれらの宇宙系通信インフラとの協定を急速に拡大しつつあり関連
するNTN：Non-Terrestrial Networkと呼ばれる非地上系ネットワーク技術動向は大変重要である。フォーラム
では日本の将来に資する技術の方向性、注力すべき分野、問題点などを多角的に議論していく。

主催早稲田大学国際情報通信研究センター（GITI：Global Information and Telecommunication Institute ）
後援 一般社団法人電子情報通信学会（IEICE）、早稲田電気工学会
早稲田大学国際会議場井深大記念ホール（オンライン配信含む）



6Gを目指した各箇所での取り組み
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Security Problems



US Business Culture

1901年から1963年にかけて ２０路線、１２５０台の車両がサービスを行い
市民の足として活用されていた。

Losangels にあった Pacific Electric Railway



鉄道会社が突然サービスを中止した

WHY?



Pacific Electric Railway を買収し、GMの車両を市民に
買わせるために市電サービスを停止させた。

大金をロビー活動に投入し中国企業にセキュリティー問題
があるから製品輸入をSTOPするように政府に働きかけた？

米国企業戦略

FAKE情報のみであり、具体的な不正の証拠を出せない。
近年では中国政府の要請で不正な情報収集等を行う可能性
があるという理由で排除という風にに変わった。
企業側は万が一そういう状況になったらビジネスをSTOPする
と公表している。

３



US. National Security

中国企業の進出を阻止するために米国は安全保障を理由にしている。
日本などはそれには全く異論を唱えないので、ビジネスでのゴリ押しに
利用されている可能性がある

USスチールの日本製鉄による買収は両社も合意の事項であり、
USスチールにも有利であり、基本的な問題はないはずが米国政府が
突然安全保障の問題があるとして非承認の立場を取り始めた
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No. 11
AIR to Ground Communication 

L-DACS 2L-DACS 1

LDLAMACSP34(TIA-902)B-AMC候補技術

Candidate Technology

VDL-Mode3
VDL-Mode4,

E-TDMA
P25B-VHFオリジナルシステム

Original (Based) System

U.S.Europe  
(France, Sweden)

U.S.Europe  
(Germany
)

主要研究国

Main Country

TDD :
Time Division Duplex

FDD :
Frequency Division Duplex

アクセス方式

Access Scheme
CPFSK/GMSK :

Continuous Phase Frequency Shift 
Keying/  Gaussian filtered Minimum Shift

Keying

OFDM :
Orthogonal Frequency Division Multiplexing

変調方式

Modulation Type

調査評価中
Results inconclusive and requires further work

コンパチビリティ

Compatibility欧州
の評
価例

Example of  
European  

Technology  
Evaluation

○○
○

特許(Patent)
○

標準化の開示度

Open Standard

≒ VHF≧ VHF≧ VHF≒ VHF地上整備コスト

Ground Cost

４

Validation in Lab.
３

Proof of concept
３

Proof of concept
４

Validation in
Lab.

技術準備度
TRL (Technology  
Readiness Level)

(Min1 ~ Max9)



8Beyond 5Gに向けた研究開発・社会実装の加速化戦略
研究開発戦略

利用者の安全かつ高信頼な通信環境を実
現

・日本に強みがあり、そのかけ
合わせにより世界をリードで
きる技術

（右記①②③）を重点対象とし
て

・国の集中投資による研究開発
の強力な加速化が必要

・予算の多年度化を可能と
する枠組みの創設が望ま
しい

①オール光ネットワーク技術
通信インフラの超高速化と省電力化を実現

光の処理

電気の処理

（光ネットワーク技術） （光電融合技術）

②非地上系ネットワーク技術
陸海空をシームレスにつなぐ通信カバレッジ拡張を
実現

③セキュアな仮想化･統合ネットワーク技術

知財・標準化戦略
一体で推進

海外展開戦略

社会実装戦略
●社会実装開始時期の前倒しと順次
のネットワーク実装
重点研究開発プログラムの成果を（2030年を待つこと
なく） 2025年以降順次、国内ネットワークへの実装と
市場投入 を進めていく

●Beyond 5Gへのマイグレーションシナリオの
具体化

［2024年度～］
• ①③技術を組み合わせた、公的機関を含む先進ユーザ・
エリア での技術検証

［2025年度～］
• 大阪・関西万博で上記成果を産学官一体でグローバル発信

［2026年度～］
• ①③技術の機能拡充と段階的なエリア拡大、
• ②技術とも組み合わせた日本全国・グローバルへのエリア拡
大

●我が国の重点研究開発プログラムの成果を
「世界的なBeyond 5Gキーテクノロジー」に位
置づけ海外通信キャリアへの導入を促進

• 「社会実装戦略」（できる限り早期・順次の国内社会実装）により、
その有用性を世界にいち早く発信してグローバルなデファクト化を
推進する

• 我が国の重点研究開発プログラムの成果を主要なグローバルベン
ダとも適切に連携しながら世界の通信キャリアへの導入を促進す
る

●我が国が目指すネットワークアーキテクチャと重点研
究開発 プログラムの成果のオープン＆クローズ戦
略を推進
【オープン（協調）領域】
• 国内企業も含め多様なビジネス創出につながるオープンアーキテク

チャの促進を基本として、ネットワークアーキテクチャとキーテク
ノロジーのITUや
3GPP等での国際標準化を有志国とも連携して我が国が主導していく

【クローズ（競争）領域】
• 重点研究開発プログラムの成果のコア技術を特定し、権利化・秘匿
化等を行い、我が国の競争力の源泉となる差異化要素として囲い込
む

●国が注力すべき「重点研究開発プログラム」
を特定

⇒  今後、産学官の連携・協力による検討体制（非公開）を構築し、オープン＆クローズ戦略や知財の活用方策等の具体化を進め、審議会としても定期的
にフォローアップ

一体で推進





宇宙通信を含めたNTN技術による
未来システム



Geostationary Earth Satellites (GEO) 静止衛星

Intelsat
Orbital height: 35 800 km 
Orbital velocity: 3.07 km/s
Orbital period: 23h 56m 4.1s

Satellites

Earth



Medium Earth Orbit (MEO) Satellites
中軌道衛星

Inclined to the equator

Altitude: 5000 to 12000 km 

New-ICO
Orbital height: 10 255 km 
Orbital velocity: 4.89 km/s
Orbital period: 5h 55m 48.1s



GPS(Global Positioning 
System)

Altitude 22,000km
55degree inclination
61 satellites lunched
29 satellites available
The first satellite in1978



Low Earth Orbit (LEO) Satellites
低軌道衛星

Altitude: 500 to 1500 km

Iridium
Orbital height: 780 km 
Orbital velocity: 7.56 km/s
Orbital period: 1h 40m 27.0s



Iridium（1997）

７７衛星で構成され 原子番号７７の元素であるイリジウムがシステム名となった



NTN （Non Terrestrial Network）非地上系ネットワーク

GEO 静止衛星

LEO 低軌道衛星

HAPS 高高度プラットホーム

44



衛星コンステレーション
• Starlink(SpaceX,アメリカ)
• OneWeb(Eutelsat OneWeb,アメリカ)
• Project Kuiper(Amazon,アメリカ)
• IRIS2(ESA選定、欧州)
• G60:Qianfan(千帆星座)(上海垣信衛星科技[国有企業],中国)
• Guowang(国網)(中国衛星網絡集団[国有企業],中国)
• Honghu-2(鴻鵠)(上海藍箭鴻擎科技,中国)
• Telesat Lightspeed(カナダ)
• Kepler Communications(カナダ)
• AST SpaceMobile(アメリカ)
• Sfera(ロシア)



日本における
低軌道衛星を用いたシステムの取り組み



低軌道衛星を用いた鯨生態観測システム（１９９２計画、2002打ち上げ）



Authorized licensed use limited to: WASEDA UNIVERSITY LIBRARY. Downloaded on June 24,2025 at 13:52:51 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.



Authorized licensed use limited to: WASEDA UNIVERSITY LIBRARY. Downloaded on June 24,2025 at 13:52:51 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.



Authorized licensed use limited to: WASEDA UNIVERSITY LIBRARY. Downloaded on June 24,2025 at 13:52:51 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.



HAPS通信における仰角別伝搬特性実験（2001年



1stPhase
1600sats
550km
2nd Phase
2800sats
1110-1325km
3rd Phase
7500sats
340km

1Gbps
Optical Inter-sat Link



Starlink(SpaceX,アメリカ)
• 遅延時間の中央値が20msにするのが目標

• 米国内：48.5ms→33ms（中央値）
• 米国内：150ms→65ms（最悪値）
• 全世界：中央値は25％,最悪値は35%短縮

• 速度（東京）
• 158Mbps-246Mbps（下り）
• 16Mbps-32Mbps(上り)
• 遅延37ms-55ms
• 以上2024年1月時点、NTTDocomo調べ



OneWeb(Eutelsat OneWeb,アメリカ)
• 計画開始

• 2015年
• 総配備計画

• 12軌道面に49機ずつ計588機+予備機、計648機
• 636機打ち上げ済み、632機稼働中
• GEOとLEOの統合が特徴

• 通信帯域
• Ku-band radio frequencies.

• スピード
• 下り195Mbps
• 上り32Mbps

• ユーザー
• 携帯電話のバックホール回線などの企業向け、政府や海事、航空機などが中心

• 企業の関係
• ソフトバンクがHAPSや静止軌道を加えた非地上系ネットワークに組み込む



Project Kuiper(Amazon,アメリカ)
• 計画発表

• 2019年
• 2025年4月28日に450kmに27機配備

• 総計画配備数
• 3236機

• 軌道シェル
• 590km,610km,630km

• サービス開始
• 578機展開次点

• ユーザー
• 衛星間光通信機能搭載、
• AWS地上局接続に使用

• 3つのモデル
• 通信速度が最大400Mbpsとなる個人・スモールビジネス向けモデル(重量約2.3kg以下、400ドル未満)
• 通信速度最大100Mbpsの超小型モバイル型(18cm四方程度で重量450g)
• 最大1Gbpsの企業向けモデル(アンテナ48×76cm程度)



G60:Qianfan(千帆星座)
(上海垣信衛星科技[国有企業],中国)
• 運営企業：上海垣信衛星科技有限公司（SSST）
• 支援機関：上海市人民政府、中国科学院事業
• 目標：1.5万機以上のLEO衛星によるグローバルインターネット網
• 軌道：低軌道（LEO）
• 展開方式：多層・多軌道コンステレーション、周波数リユース設計
• 使用帯域：Kuバンド、Q/Vバンド
• 通信対象

• スマートフォン等（Direct-to-Device通信）
• 海上・航空端末（VDES、BLOS対応）
• IoT端末、
• センサーデバイス災害・緊急対応用通信設備

• 打ち上げ・展開計画
• 2024年8月：初の「一箭18星」打ち上げ実施
• 2025年末：648基展開で地域ネットワークカバレッジ達成予定
• 2027年末：グローバルネットワークカバレッジ完了予定
• 最終目標：15,000基以上を打ち上げ、世界的なブロードバンド提供へ



Guowang(国網)
(中国衛星網絡集団[国有企業],中国)
• 計画衛星数：12,992基（13,000基近く）
• ITU提出：2020年に国際電気通信連合（ITU）へ周波数と軌道の申請を提出
• 打ち上げ・展開状況

• 初回打ち上げ：2024年12月16日、海南省の文昌衛星発射センターから⾧征5Bロケットで10基の衛
星を打ち上げ

• 現在の打ち上げ数：2025年5月時点で29基の運用衛星を打ち上げ済み
• 打ち上げ目標：2026年までに全体の10%（約1,300基）を打ち上げ
• 2032年までに全衛星を展開予定

• 軌道
• GW-A59サブコンステレーション：約500kmの超低軌道に6,080基
• GW-A2サブコンステレーション：約1,145kmの低軌道に6,912基
• 軌道傾斜角：30°～85°の範囲で複数の軌道面を構成

• 通信方式：将来的に衛星間レーザー通信（ISL）やDirect-to-Device（D2D）通信を導入
予定

• 通信対象・応用分野通信対象：一般ユーザー端末（スマートフォン等）地上IoT端末政
府・産業用通信設備



Honghu-2(鴻鵠)(上海藍箭鴻擎科技,中国)

• 衛星数：約10,000基
• 軌道高度：低軌道（LEO）
• 軌道面数：160軌道面
• 周波数帯：

• Kuバンド（12–18 GHz帯）
• Kaバンド（26.5–40 GHz帯）
• 一部Cバンド利用の可能性（4–8 GHz帯）

• 通信方式：
• 衛星間光通信（レーザー通信）による高速データ中継（計画段階）
• 地上局および端末との無線リンク通信

• 目的：
• グローバルな衛星インターネット網構築

•ITU申請：
•2024年5月に国際電気通信連合（ITU）へ周波数と軌道利用の事前通知を提出

•推進方式：
•ホール電気推進（氙ガス・クリプトンガス利用）



Globalstar

• 運用
• Globalstar Inc
• 1990年代後半に初期システムが稼働

• 構成
• 高度約1,414kmの低軌道（LEO）を周回する48機の衛星

• 使用周波数
• SバンドおよびLバンド

• サービス
• 音声通話、データ通信、商業用IoT、SPOT追跡など多様な通信サービスを提

供
• 企業、遠隔地の作業者、冒険家など幅広いユーザーに対応



GITI Forum 2025
『6Gを目指した各箇所での取り組みと宇宙通信を
含めたNTN技術による未来システムの展望』
日本は Beyond5Gというテーマで多くのプロジェクトが進行しており、3GPPの5G-Aや米国主導の NEXT-G、
ITUのIMT-2030など多くの標準化活動グループが存在し、パートナー作りが盛んである。今後10年の関連分野
の発展もここ2,3年での枠組の影響が大きく、そこでの出遅れは日本にとって致命的な地位低下を招く可能性が
ある。AI分野などでも目覚ましい進歩を遂げようとしている中国の台頭も今後はますます影響力が高まる可能
性があり、技術的には世界TOPクラスと言えるため、その動向も注意深く見る必要がある。一方では、セキュ
リティー問題など課題は多く、一部では6Gリセットの概念が生まれ多額な投資が必要な6Gの進展への消極的な
動きが出るなど、難しいを選択をしなければいけない可能性がある。フォーラムではこれらの動向を紹介し、
将来の選択のための建設的な議論を行う。

一方で米国スターリンク社など海外の民間の衛星系通信インフラへの投資は巨大であり、これまでの政府主体
の研究ベースでの開発スピードとは明らかに異なる。数千から万もの衛星を打ち上げる予定のスターリンクを
筆頭に、国別、会社別の総量規制等が全くないなか、豊富な資金力を持つ一部の組織が宇宙通信インフラの独
占的な支配になるのか注意深く見守る必要がある。その勢力が将来の地上系のモバイルシステムに及ぶ可能性
が非常に高く、国内の通信キャリアもそれらの宇宙系通信インフラとの協定を急速に拡大しつつあり関連する
NTN：Non-Terrestrial Networkと呼ばれる非地上系ネットワーク技術動向は大変重要である。フォーラムでは
日本の将来に資する技術の方向性、注力すべき分野、問題点などを多角的に議論していく。

主催早稲田大学国際情報通信研究センター（GITI：Global Information and Telecommunication Institute ）
後援 一般社団法人電子情報通信学会（IEICE）、早稲田電気工学会



『Beyond 5G/6G に向けた NTN に関する研究開発動向』

豊嶋 守生(とよしま もりお)
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） ネットワーク研究所
ワイヤレスネットワーク研究センター 研究センター⾧
1994年に郵政省通信総合研究所（現、NICT）へ入所。技術試験衛星
VI型（ETS-VI）を用いた世界初の地上－衛星間の光通信実験に従事。
1999年に宇宙開発事業団（現、宇宙航空研究開発機構（JAXA））に
出向し、光衛星間通信実験衛星（OICETS）の開発に従事。2003年に
戻り、OICETSとの光通信実験や、世界初の50kg級小型衛星の光通信
実験及び量子通信基礎実験を成功裏に実施。技術試験衛星9号機
（ETS-9）の通信ミッションの研究開発等に従事し、2021年4月から
現職。XGモバイル推進フォーラム（XGMF）NTN推進プロジェクト
のプロジェクトリーダや、スペースICT推進フォーラムの事務局⾧等
を務める。博士（工学）。

基調講演



『KDDI における NTN を含む宇宙通信の展望』
市村 周一(いちむら しゅういち)
KDDI株式会社 先端技術統括本部先端技術企画本部 シニアエキスパート
東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学修了後、筑波宇宙センターで国際宇宙ス
テーション「きぼう」日本実験棟JAXAフライトディレクタ等に従事。その後、コン
サルファームにて素材・エレクトロニクス・食品・金融・電力・建設・宇宙開発など
様々な業界の事業開発や事業・技術戦略策定支援を経てKDDIに入社。現在、宇宙事
業・技術戦略策定および関連する企画を担当。

取り組み事例

『6G 時代のモバイルインフラのあり方』
矢吹 歩(やぶき あゆむ)
ソフトバンク株式会社 先端技術研究所先端無線統括部6G準備室 室⾧代行
2007年、株式会社ウィルコム新卒入社。2010年にソフトバンクに合流し、次世代PHS
の後継となるAXGPのネットワーク立ち上げに従事。その後、3.5GHz帯LTE-Advanced
の屋外検証、MassiveMIMO技術の屋外検証など、次世代通信技術の国内での検証を
リード。2018年、ソフトバンク先端技術開発本部（現：先端技術研究所）に異動し、
クラウドGPUを活用したサービスの立案・検証に従事。クラウドゲーミングサービス、
GPU基地局の検証などの経験を経て、現在 6G無線研究のリーダーを担当。



『ソニーにおける通信技術と6G標準化の取り組み』
木村 亮太(きむら りょうた)
ソニー株式会社 技術開発研究所ネットワーク&システム技術研究開発部門 通信技術開発部
統括部⾧
2008年に早稲田大学大学院国際情報通信研究科博士後期課程修了(博士(国際情報通信学))。同年、ソニー
株式会社(現ソニーグループ株式会社)に入社。以来、無線LANシステム(IEEE802.11)、セルラシステム
(3GPP 4G/5G/6G)などの無線アクセス方式、およびTVWS、CBRS、AFCなどのダイナミック周波数共
用システム(IEEE802.19、Wireless Innovation Forum、各国法規制)に関する要素技術研究開発、知財創
出、標準規格提案などに従事。現在、ソニー株式会社・技術開発研究所・ネットワーク&システム技術研
究開発部門・通信技術開発部・統括部⾧。総務省・新世代モバイル通信システム委員会下および陸上無
線通信委員会下の各種作業班構成員、ARIB・高度無線通信研究委員会委員を拝命。

取り組み事例

『次世代衛星通信 大容量・リアルタイム性の展望』
水野 勝成(みずの かつなり)
スカパーJSAT株式会社 宇宙技術本部技術企画部 専任主幹

1990年3月 電気通信大学大学院 博士前期課程 修了、工学修士
1999年3月 東京大学大学院 博士後期課程 修了、博士（学術）
宇宙ビジネス・事業開発から衛星放送技術・衛星通信技術・衛星測位技術まで広域を専
門とする。現在、技術統括業務・技術戦略策定に従事。



『6G‐新たなワイヤレス通信：人を超え、モノとつなぎ、スマートな
世界へ』

曹 建銘(そう けんめい)
華為技術日本株式会社 通信キャリア事業マーケティング本部

中国上海出身
早稲田大学大学院理工学研究科にて修士号取得後、日本電信電話株式会社へ入社。NTT
再編後、NTT Communicationsに配属。2003年に中国上海で、NTT独資現地法人を立
ち上げ、駐在。2009年にNTT Communicationsへ帰任。2017年にファーウェイへ転職、
現在に至る

取り組み事例



考察のポイント

• ６Gの開発は急いでやるよりも、技術や環境が整って需要が
十分見込まれてからやるのが良いのか、２０３０を目指すの
がいいのか？

• 衛星系インフラの導入のリスクとメリット、今後の重要なユー
スケースは？

• 中国を含めたアジア圏としてのパートナーの協力関係は必
要ないか？

• 人材育成の展望は？


