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｢とにか く多数派をこなろう｣

98
年

五
月
､日
欧
規
格
統

一
で
合
意

イ

ン
タ

ー

ネ

ッ
ト

へ
の
接

続

を

い
ち

早

く

実

現

す

る
な

ど
'

｢
ケ

ー
タ

イ
大

国

｣
を
自

負

す

る
日
本

は

つ
い
数
年
前

ま

で
'
世

界
の
携
帯
電

話
市
場

の
な

か

で
異
質

な
存
在
だ

っ

た
｡

N
T
T

ド

コ
モ
が
開
発

し

た

｢
日
本

方
式

｣

の
規
格
が

海
外

展
開
に
乗
り

遅

れ
'

｢
孤
島

｣

に
な

っ
て

い
た
｡

そ

こ

か

ら
ど
う
抜

け
出

す

か
.
次
世
代

の
規

格

づ
く
り
が
本
格
化

し
た
90

年
代
後

半
､

ド

コ
モ
が
と

っ
た
戦

略

が
欧
州
勢
と

の

連
携

だ

っ
た
｡

(田
中
郁
也
)

こ
こ
は
'
ひ
ざ
諦
め
著
刊
し
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
｡
N
EI
T
ド
コ
モ

社
長
の
大
畠
公
二
は
'
そ
う
患
い
定

め
て
欧
州
を
飛
び
回
っ
て
い
た
｡

｢う
ち
は
東
征
豪

に
成
功
し
て

い
る
｡
手
を
組
も
う
｣

各
国
の
電
話
会
社
'
通
信
機
器
メ

ー
カ
ー
を
訪
れ
て
は
'
第
3
世
代
と

呼
ば
れ
る
次
世
代
携
帯
電
話
の
規
格

統
二
世
求
め
､
ト
ッ
プ
交
渉
を
繰
り

返
す
.
目
標
に
定
め
た
の
は
'
目
前

に
迫
っ
た
98
年
1
月
の
欧
州
の
規
格

統
一
会
議
｡
そ
こ
で
ド
コ
モ
の

｢W

証 言 で た どる 同時代 史

携
帯
電
話
の
国
際
標
準

規
格
の

ル始 にい( の立

慧 蓋撃等畳表 整

繭 琵琶 鮎 冨

(G
S
M
)
方
式
'
日
本

(
p
D

C
)
方
式
と
複
数
の
北
米
方
式
が
国

際
標
準
に
認
め
ら
れ
た
.
高
速
デ
ー

タ
通
借
や
テ
レ
ビ
電
話
が
可
能
な
第

3
世
代
の
標
準
規
格
が
ま
と
ま
っ
た

の
は
00
年
｡
承
認
さ
れ
た
規
格
の
う

ち
'
日
欧
方
式

(W
-
C
D
M
A
)

と
米
ク
ア
ル
コ
ム
杜
な
ど
が
提
唱
し

た
c
D
M
A
2
0
0
0
方
式
が
主
事

規
格
と
な
っ
て
い
る
｡

第2世代と｢FOMA｣の
菅世代の両方の開発にた

すさわりましたが'しんど

かったのは第8世代です｡

21EIElで開発した某2世代

の日杢刀式では'自分たち
で一から全部決められたQ
欧州車との共同開発

と
な
っ

た第3世代では'相手の意

向で採り入れた部分は'ど

ういう仕組みなのかを理解

することから始めなければ
ならなかった｡多くの意見

を反映しすぎて､選択肢が

増えすぎた面もあ
ります.

第2世代の日本方式で

も､電没の利用効率やつな

がりやすさは欧州方式に見

劣りしなか
っ
た

｡
た

だ'国

境を越え
て
つ
な
い

でいくこ匡王∃ 欧州の意向､まず理解 元"蒜蒜芸fE#
と

が欧州
で

は当たり前だっ

たの収､日本ではその感貴
をもっていなかっ

た

.
世界で通用す

る
に
は

多数

派になら
なければいけな

い｡これが第2世代での教

訓です｡言葉でい
えば体系

が追ったエスペラ
ントをめ

ざすのではなく､英語とな

って世界中で使われるよう

にする｡そのほうが椿局は

得るところが大きいと考え

ました｡規格の滞彊丁化がひ

と

息ついたあと'システム

開発も大変でした｡第2世

代より援雑さが1けた違っ

た｡最初からテレビ電話な

ど様々な高零せ盛り込ん

だことが作挙ぜ難
しくLへ

思い描いた形に
なるまで2

年ぐらいかかりま
した｡

いまでは日泰園内の端末

の大半を第3世代
に切り替

えることができた｡それ

も､導入当初の苦労があれ

ばこそだと居っています｡ I
c
D
M
A
方
式
｣
を
欧
州
舞
格
に

組
み
込
ん
で
も
ら
う
-

｡

96
年
の
秋
へ

ドコモはこの
方

式

で
､

世
界
に
先
駆
け
て
路
上
実
験
に

成
功
し
て
い
た
.
国
際
電
気
通
庸
連

令

(I
EI
U
)
が
求
め
た
第
3
世
代

携
帯
の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
｡

｢技
術
で
は
､
欧
州
勢
の
2
'
3

年
先
は
い
っ
て
い
る
｣
｡
開
発
リ
ー

ダ
ー
の
木
下
耕
太
に
は
自
信
が
あ
っ

た
｡
そ
の
】
方
で
｢技
術
の
よ
し
あ

し
よ
り
'
と
に
か
く
多
数
派
に
な
ろ

ラ
.
ま
ず
は
欧
州
の
G
S
M
方
式
と

組
む
し
か
な
い
｣
.
国
際
横
準
の
妊

得
に
向
け
､
大
畠
や
木
下
ら
は
戦
略

を
練
り
上
げ
て
い
た
｡

まず､北欧の通借メ
ー
カ
ー

､

ノ
キ
ア
と
エ
リ
ク
ソ
ン
を
自
陣
へ
引

き
入
れ
た
｡
第
3
世
代
の
無
塁

方
式
に
､
ド
コ
モ
が
開
発
し
た
日
速

方
式
を
採
用
し
て
も
ら
う
.
そ
の
か

わ
り
'
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
制
御
は
欧

州
方
式
を
受
け
入
れ
た
｡
英
国
や
イ

タ
リ
ア
'
ス
ペ
イ
ン
な
ど
も
､
こ
の

日
欧
方
式
に
賛
意
を
示
し
た
｡

難
関
は
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
だ
っ

た
｡
両
国
の
通
膚
メ
ー
カ
I
'
シ
ー

メ
ン
ス
と
ア
ル
カ
テ
ル
は
'
日
本
方

式
の
採
用
に
頑
と
し
て
応
じ
な
い
｡

欧
州
の
租
播
金
紙
で
は
'
域
内
の

通
信
メ
ー
カ
ー
や
電
話
会
社
が
､
そ

の
規
模
な
ど
に
応
じ
て
投
票
権
を
も

つ
｡

｢独
仏
が
反
対
の
ま
ま
で
は
'

必
事
な
票
数
を
と
れ
な
い
｣
｡
大
畠

は
通
庸
大
手
の
ド
イ
ツ
テ
レ
コ
ム
'

フ
ラ
ン
ス
テ
レ
コ
ム
の
説
得
に
切
り

替
え
'
同
意
を
と
り
つ
け
る
｡

欧
州
の
親
棒
金
強
は
1
月
29
日
'

日
欧
統
1
規
格
の
採
用
を
決
め
た
｡

｢世
界
統
1規
格
化
に
向
け
て
大
き

く
前
進
し
た
｡
こ
れ
か
ら
北
米
と
の

交
捗
に
本
腰
を
入
れ
た
い
｣
｡
翌
日

に
東
京
で
前
者
会
見
し
た
大
量

は
力

を
こ
め
た
｡

｢ド
イ
ツ
テ
レ
コ
ム
の
社
長
は
元

ソ
ニ
ー
･
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
長
｡
フ
ラ

ン
ス
テ
レ
コ
ム
の
取
締
役
に
も
日
本

.支
社
長
だ
っ
た
日
本
通
が
い
て
'
話

が
通
じ
た
｡
運
が
よ
か
っ
た
｣
｡
大

量
は
摂
り
返
る
.

｢
国

境

の

壁

｣
教

訓

に

.

ド
コ
モ
が
欧
州
と
の
親
格
親
I
に

こ
だ
わ
っ
た
背
負
に
は
'
第
2
世

代
携
帯
で
の
苦
い
教
訓
が
あ
る
｡
9

年
8
月
に
国
内
で
の
サ
ー
ビ
ス
を

始

め
た
日
本

(P
D
C
)
方
式
は
'
ド

コ
モ
が
谷
執
独
立
す
る
前
の
N
T
El

時
代
に
開
発
さ
れ
t
I
T
U
に
国
際

模
準
と
し
て
承
認
さ
れ
た
｡
し
か

し
'
採
用
す
る
国
は
現
れ
な
か
っ

た
｡90

年
代
半
ば
､
大
量
ら
は
ア
ジ
ア

各
国へ
売
り
込
み
に
回
り
､
す
で
に

欧
州

(G
S
M
)
方
式
が
普
及
し
て

いること
を
知
る

｡｢技術的には

こ
ち
ら
が
上
｣
と
力
説
し
て
も
手
遅

れ
だ
っ
た
.

不
人
気
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
､
日

本
方
式
が
閉
鋲
的
な
体
系
だ
っ
た
こ

と
｡
地
溝
き
の
国
境
を
越
え
て
酔
国

に
行
っ
て
も
簡
単
に
凍
横
で
き
る
､

そ
の
仕
組
み
が
な
か
っ
た
｡

一
方
の
欧
州
方
式
は
､
そ
れ
ま
で

域
内
の
主
要
国
が
ば
ら
ば
ら
の
鏡
格

を
使
い
'
国
琴
で
越
え
る
た
び
に
会

話
が
と
ぎ
れ
る
不
都
合
を
解
決
す
る

の
が
目
的
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
｡

域
内
ど
こ
で
も
'
自
国
に
い
る
よ

う
に
使
え
る
｡
契
約
者
の
デ
ー
タ
は

S
I
M
カ
ー
ド
と
い
う
小
さ
な
I
C

チ
ッ
プ
に
替
書
込
ま
れ
'
カ
ー
ド
を

抜
き
差
し
す
れ
ば
､
ど
の
端
末
で
も

使
え
る
こ
と
-

｡
採
用
さ
れ
た
の

は
独
仏
の
提
案
で
は
な
く
､
す
で
に

北
欧
4
カ
国
が
共
同
利
用
し
て
い
る

方
式
を
改
良
し
た
規
格
だ
っ
た
｡

r域
内
諸
国
を
動
き
回
る
の
が
あ

た
旦
刑
の
欧
州
と
違
い
､
こ
う
し
た

悪

が
ま
る
で
な
か
っ
た
｡
海
外
へ

普
及
さ
せ
る
の
に
致
命
的
だ
っ
た
｣p

携
帯
電
話
部
門
担
当
の
朴
EI
T
副
社

長
だ
っ
た
桑
原
専
二
は
､
当
時
を
振

り
返
っ
て
悔
や
む
｡

欧
州
方
式
の
普
及
と
日
本
方
式
の

孤
立
は
'
開
発
を
支
え
た
日
本
メ
ー

カ
ー
の
帝
争
力
を
そ
い
で
い
く
｡

サ
ー
ビ
ス
が
ス
タ
ー
ト
し
た
当
初

は
､
独
自
親
格
が

r監

襲
｣
と
な

り
､
急
成
長
す
る
日
本
市
場
を
独
占

す
る
恩
憲
を
得
ら
れ
た
｡
し
か
し
'

海
外
に
追
出
し
よ
う
と
す
る
と
'
欧

州
方
式
の
開
発
へ

の不雷
ネ
ッ

ク
と
な
っ
た
｡
兼
格
つ
く
り
に
加
わ

っ
た
欧
州
メ
ー
カ
ー
や
米
モ
ト
ロ
ー

ラ
な
ど
と
比
べ
て
特
許
料
が
高
く
な

り
､
そ
れ
が
新
親
参
入
の
壁
と
し
て

立
ち
は
だ
か
っ
た
｡

世
界
各
国
の
市
場
が
欧
州
方
式
で

塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
た
び
に
､
欧

州
勢
'
と
り
わ
け
北
欧
メ
ー
カ
ー
の

ノ
キ
ア
'
エ
リ
ク
ソ
ン
の
存
在
感
が

高
ま
っ
て
い
っ
た
｡

続

く
主

導

権

争

い

ド
コ
モ
と
欧
州
妙
が
手
を
組
ん
だ

第
3
世
代
携
帯
の
横
準
化
は
'
そ
の

後
､
も
う
ひ
と
つ
の
有
力
競
格
､
c

D
M
A
2
0
0
0
方
式
を
担
案
す

る

北
米
グ
ル
ー
プ
と
の
主
等
権
争
い
に

入
っ
て
い
く
｡

北
米
夢
で
束
ね
る
米
ク
ア
ル
コ
ム

は
､
双
方
の
グ
ル
ー
プ
が
利
用
す
る

無
線
方
式

｢c
D
M
A
｣
を
実
用
化

し
た
真
樹
を
も
ち
､
そ
の
基
本
特
許

を
押
さ
え
て
い
た
｡
両
グ
ル
ー
プ
の

規
格
統
一
の
話
し
合
い
は
暗
礁
に
乗

り
上
げ
､
ク
ア
ル
コ
ム
と
欧
州
妙
の

エ
リ
ク
ソ
ン
と
の
間
で
特
許
翌

が

持
ち
上
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡

I
T
U
は
結
局
'
規
格
の
1
溶
化

を
あ
き
ら
め
た
｡
00
年
5
月
､
複
数

の
規
格
を
認
め
る
形
で
療

準
化作美

を
終
え
る
｡

世
界
の
携
帯
電
話
市
場
は
い
ま
へ

第
2
世
代
と
第
3
世
代
が
と
も
に
拡

大
す
る
状
況
が
続
い
て
い
る
｡

中
国
や
イ
ン
ド
'
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど

新
興
国
の
携
帯
需
要
が
急
拡
大
し
､

そ
の
大
半
を
占
め
る
の
は
纂
2
世
代

の
欧
州
方
式
だ
｡
一
方
､
日
本
で
は

第
3
世
代
へ
の
切
り
替
え
が
進
む
｡

｢孤
立
化
｣
の
危
轡
｣
そ
乗
り
樽
見

た
が
､
欧
米
の
第
3
世
代
移
行
が
予

憩
よ
り
遅
れ
へ
日
本
メ
ー
カ
ー
の
海

外
展
開
は
思
う
に
ま
か
せ
な
い
｡

l
T
U
は
今
年
'
第
4
世
代
の
横

準
化
作
業
を
本
格
化
さ
せ
る
｡
光
フ

ァ
イ
バ
ー
な
み
の
高
遠
通
信
が
売
り

物
だ
｡
点
格
空

本
化
で
き
る
切

か
､
複
数
の
頼
格
が
並
び
立
つ
の

か
.
2
'
3
年
が
正
念
場
と
な
る
｡

(敬
称
略
'
肩
書
は
当
時
)

国際標準を巡る交渉では'なにより

もまずしたたかさが必要です｡99年に

ITU事務稔局長になってすぐ'面会

にQ･つてきたのは米国の担当大便｡第

3世代捷帯の規格統一で日欧勢が先行

するなか､模準化決定を急がないよう､

暗にくぎを刺しにきたんです｡検討が

始まった車4世代の規格では'今度は

前ITU事務総局長内海善堆氏
国際標準の交渉したたかさ必要

欧州のメーカーが時期尚早だ
と
言
っ
て

きたこともある｡そんな駆け
引
き
を
し

ながら頼格はまとまっていく
ん
で
す
｡

日本では盲連発の技術を
畳

準

に｣という声を聞きますが'そ
れ
を
口
に

したとたん'逆効果になる｡80
年
代
後
半

のアナログ方式のハイビジ
ョ
ン
テ
レ
ビ

でも'現在の地上デジタル放
送
で
も
､自

らの方式にこだわりすぎて
標
準
化
で
き

ず'取り残された占しろラ
イ
バ
ル
と
学

を組んで共同開発し､自分の
技
術
を
上

手に売り込んでいくことが必要で
す
｡

第3世代携帯の場合'欧州と事を
組

ん
で
模
準
化
を
進
め
た
作
戦
は
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
､
依
然
と
し

て
嘉
2
世
代
の
欧
州
方
式
の
市
場
が
世
界
で

広
が
り
鋳
け
て
い
る
現
実
が
あ
る
｡
G
S
M

と
第
3
世
代
の
ど
ち
ら
で
も
使
え
る
共
用
端

末
や
'
ビ
ジ
ネ
ス
利
用
主
体
の
欧
州
向
け
に

機
能
を
し
ぼ
っ
て
安
く
し
た
莞
3
世
代
稀
末

の
開
発
に
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
れ
ば
､

世
界
で
の
存
在
感
が
も
う
少
し
高
ま
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡


