
2.6.1	 光通信

（1）研究開発領域の定義
光ファイバー上で光信号を送受信することで実現される通信技術である。広大な周波数領域による超大容

量と、超低遅延・超低消費電力を実現する。無線通信技術との連携による大容量携帯電話通信の実現を含め、
通信ネットワークの基盤技術として必要不可欠なものである。光通信技術自体はすでに社会で広く用いられて
いるものであるが、情報通信社会の発展と共に通信量が急増し続けており、要求特性も厳しくなっていること
から、これら社会の要請を満足させる通信ネットワークを実現する上での革新的な技術を創成し続ける必要が
ある。

（2）キーワード
光ファイバー、光通信ネットワーク、大容量伝送、低消費電力、フレキシブルグリッド、波長多重、空間多

重、マルチバンド伝送、光ファイバー無線、Software Defined Networks、機械学習

（3）研究開発領域の概要
［本領域の意義］

光通信ネットワークは情報通信社会の基盤インフラの地位を占めており、普及・大容量化が進む携帯電話
においても、端末と無線基地局間の無線通信以外の部分はおおむね光通信に依存している。情報通信社会の
要であるデータセンターについても、その内部の通信量がインターネット全体の通信量に数倍1）するものに
なっており、光通信技術のさらなる導入が期待される。すなわち光通信技術は情報通信社会の至る所で使わ
れる必須技術であり、その研究開発レベルを高めることが常に必要とされる。後述のBeyond 5G研究開発
促進事業2）やIOWN3）等の将来ネットワークの研究開発においてもEnd-to-Endのネットワークにおける低
消費電力化やデータ伝送の高速化・大容量化は前提となっており、それらを担う光通信の基盤技術としての
研究開発の意義は大きい。

［研究開発の動向］
光通信は光ファイバー上で超大容量、超低消費電力を実現する通信方式であり、大陸間の海底ケーブル、

全国網から、家庭・オフィスへのアクセス網や5G携帯電話での基地局との通信に至る広範な領域で用いられ
る。光通信では、適用するネットワーク領域において「コスト」「通信速度」「通信距離」の指標に鑑みて、適
用するその技術レベルが選択される。

通信路の限界容量は、使用する周波数帯域幅と信号・雑音の電力比によって規定される4）。光通信の超大
容量は、光ファイバーで使用可能な広大な周波数帯域に起因している。その広大な周波数帯域のうち、伝送
損失が少なく、かつ伝送損失を補償する増幅器として、エルビウムをドープしたファイバーを用いた最も一般
的な光増幅器5）が利用可能なC帯（波長1550nm近辺の領域）が一般的に用いられる。ただし、数メート
ル～数百メートル程度の増幅が不要な通信においてはより短波長（波長850nm,1300nm）が用いられる。
全国網や都市内ネットワークでは、C帯に異なる周波数（波長）の信号を数十～百程度多重して1本の光ファ
イバーに収容している。光ファイバーに収容された信号は、電気信号に変換されることなく波長多重信号とし
て一括増幅され、通信ノードにおいて、波長分離機能とスイッチ機能を兼ね備えた波長選択スイッチ6）-9）によ
り個別に経路制御される。光信号はその始点と終点とを直接結ぶ光パスとして扱われ、その容量は変調方式
と占有帯域幅によりおおむね決定する。

光通信において光信号を交換する始点から終点までの伝送路を光パスと呼ぶ。光通信ネットワークでは、
光パスあたりの容量と波長数とを高めることで光ファイバーの容量拡大を実現してきた。さらに光パスに割り
当てる周波数帯域幅を可変としたフレキシブルグリッド10）を用い、周波数利用効率を極限まで推し進めるエ
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ラスティック光パスネットワークの概念が広まった11）, 12）。2010年代には、フレキシブルグリッドの国際標準
化を経て、可変周波数帯域に対応した送受信器13）-15）や波長選択スイッチの研究開発や商品化が進められて
きた。しかし、伝送損失が最小となるC帯であっても必須である信号増幅では雑音が発生し、雑音の影響を
受けやすい16QAM等の高次変調を用いて周波数利用効率を高めることは容易ではない。また、フレキシブ
ルグリッドにより光パス間の周波数間隔を狭めて周波数利用効率を高めることができるようになったが、通信
ノードでの経路制御時には個々の光パスを分離する光フィルタリング16）, 17）が必須であり、これに伴う帯域狭
窄化を避けるために光パス間にガードバンドと呼ばれる空きを設ける必要があることから、この方法による周
波数利用効率の向上にも限度がある。すなわちC帯に限定しての光ファイバー容量の向上は限界に達してお
り18）, 19）、2010年代半ば以降、マルチコア・モードファイバーを用いた空間多重伝送、そしてC帯以外の帯
域も用いるマルチバンド伝送20）-23）が盛んに検討されるようになった。また、光通信ネットワークの接続関係
や周波数割り当て等を動的に制御し、限られたネットワーク容量を通信トラフィック分布の変化に適応して最
大限活用することを可能とするトランスポートSDN（Software Defined Network）の研究開発が進ん
だ24）, 25）。さらにOpenROADM26）, 27）をはじめとする光ノード装置のオープン化の流れは、装置の低廉化と、
マルチベンダーでのネットワーク実現を推し進めようとしている。光ファイバー中の伝送技術においても、既に
デジタル信号処理を最大限活用したデジタルコヒーレントが主流になっているが、そのプログラマビリティー
を最大限活用し、効率的に大容量化を可能とするための送信信号の最適化や受信側でのより高度なパラメー
ター推定や判定の検討が進んでいる28）-30）。

一方、光通信は第5世代や今後の無線通信でも重要な役割を占めている。既存周波数資源の枯渇と高速通
信の要求に応えるために、無線通信ではより高い周波数へと移行しているが、高周波信号の有する直進性お
よび高い減衰の観点から多数のアンテナを設置する必要がある。アンテナと基地局間を光ファイバーにより接
続し、無線信号を光信号に変換して高速かつ効率的な通信を行う検討が進んでいる31）-34）。今日の情報通信
社会を支えるデータセンターにおいても、光通信のいっそうの導入による低消費電力化や大容量通信の実現、
そして装置の低廉化を目指した研究開発が盛んに行われている。

以上、いくつかの研究領域を例示したが、個別の領域では状況は異なるものの、全体としてわが国の研究
開発レベルは依然として高いと言える。例えば基礎研究に関してはECOC（The European Conference on 
Optical Communication）やOFC（Optical Fiber Communication Conference）をはじめとする主要
国際会議において、わが国からの投稿数は一定数を維持しており、諸外国と比肩し得る位置にあると言える。
現在も情報通信研究機構等による大規模な研究プロジェクト（Beyond 5G）が開始されるなど一定の研究
支援が行われていることから、2～3年の短期でわが国の研究レベルが衰退する可能性は低いと考えられる。
一方では、特に中国の研究レベルの向上が目覚ましく、主要論文誌IEEE/Optica JOCN, JLT等でも中国か
らの論文が目立つようになっている。

[論文や特許の動向]
本領域では、特許件数は着実に増加している一方、論文数については2017年よりいったん減少したが

2020年より再び増加しており、堅調に研究開発が進められている。論文動向に関しては、日本からの論文発
表数は2016年以降ほぼ増加しておらず、また米国・欧州からの論文発表数は減少傾向である。一方、中国
からの発表論文数が着実に増えており、2021年には論文の数・シェアで欧州を抜いている。抜かれはしたも
のの、欧州の論文数は依然多く、企業との協業も盛んである。特許ファミリー件数のシェアに関しては、日本
や米国が減少傾向にあり、また欧州が横ばいである一方、中国は大きく伸び続けており2018年以降はトップ
となっている。Patent Asset Indexシェアについては、急伸している中国がトップの米国に追いついてきた一
方、日本は大きく減少している。
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（4）注目動向
［新展開・技術トピックス］
空間多重・マルチバンド伝送

複数のコア（光信号が伝送される領域）を持つマルチコア光ファイバーの使用や、複数の伝播モードによる
マルチモード伝送の利用、あるいは従来の単一コア・モードを持つ光ファイバーを多数並列使用する空間多
重光ネットワークの検討が2010年代に急速に進んだ。マルチコア・マルチモード光ファイバーに加え、これ
ら空間多重ネットワークの実現で課題となるネットワーク構成35）-37）や、関連デバイスの研究開発が急速に進
展した38）-40）。特記すべきネットワーク構成としては香川大によるSpatial Channel Networks（SCNs）が
あり41）、10Tbpsクラスの超大容量光パスを視野に入れた構成となっている。また、光ネットワーク普及の原
動力となった波長多重同様、複数コア・全波長に渡る光信号の一括スイッチングが香川大により、また一括
増幅の実現がNECによってなされている39）, 40）。

伝送損失が小さく光増幅器や波長選択スイッチ等のデバイスの入手が容易なC帯に加え、他の帯域（E, S, 
L 帯等）を用いて光ファイバー容量を増やす検討が進んでいる20）-23）。 NTT研究所が提唱するIOWN3）の中
でもこのマルチバンド伝送に対応した光ノード装置が研究されている。またイタリアサンタナ大のグループも、
複数帯域を用いた場合の利点と欠点について詳細な検討を行っている。マルチバンドへの対応を実現するに
は、C帯以外の帯域で機能する光増幅器、送受信器、光スイッチ等が必要であり、また帯域ごとに異なる伝
送特性に対応する必要がある。

空間多重伝送・マルチバンド伝送のいずれにおいても、マルチコアファイバーにおけるコア間の干渉やマル
チバンド伝送における不均一な伝送特性を適切に取り扱う必要がある。最近のエラスティック光パスネット
ワークでは、伝送特性に応じて変調方式を選択して光パスの伝送距離と占有帯域幅とのトレードオフを解決す
るが、これら不均一な伝送特性と合わせて全体最適を実現することは非常に難しい。ポーランド国立通信研
究所や米国ジョージワシントン大学により準最適解を得るアルゴリズムが提案されているほか42）-45）、波長多
重・空間多重の階層化ネットワークにおいてKDDI研究所およびスペインCTTCがSDNによる動的制御を実
現している25）。 NTT研究所においては、通信ノード内で全帯域をいったんC帯に変換し、C帯用送受信器や
光スイッチを用いること、および光パスが経由する帯域をリンクごとに変えて伝送特性を平均化することでC
帯以外の帯域の使用率を上げ、ネットワーク全体としての効率が高まるという検討結果21）も発表されており、
帯域変換技術と全体最適化との連携により新世代のネットワークの実現性を示そうとしている。

機械学習の光通信制御への応用
昨今の急速な機械学習の発展に伴い、光通信においても各所で機械学習が取り入れられている46）。機械学

習の適用には、トレーニングのためのデータが十分に得られるか否かが鍵を握る。光通信においては、光ファ
イバー中のデータ伝送、状態推定（テレメトリ）、通信需要の変動予測、ネットワーク制御への応用に関する
検討が進んでおり、特にデータ伝送の領域においては、光通信特有の高ボーレート（単位時間あたりに送信
されるシンボル数）により大量の学習データが得られることから機械学習との親和性が高い。伝送路の状況
に応じた変復調方式の最適化、すなわちシンボル位置の最適化や受信シンボルの判定に置いてその有効性が
示されている47）-50）。一方、ネットワーク制御のように比較的学習データの得にくい領域でも、問題の本質的
な難しさ故に機械学習の応用による準最適解の導出が期待されている51）, 52）。各所での機械学習応用の進展
および異なる領域で用いられる機械学習間の連携等、今後の発展が期待される。

光ファイバー無線
無線通信の容量増加に伴ってフロントホールでの超大容量実現が求められており、光通信技術のより広範

な導入とその高度化が必要となっている。そこで、無線基地局の機能をアンテナと接続部に分離して、それら
を光ファイバーで結んで無線信号を伝送する、Radio over Fiber技術の検討が進んでいる。無線信号をいっ
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たんデジタル信号に変換するデジタルRoFと、無線信号を直接光信号に変換して伝送するアナログRoFがあり、
アナログRoFではアンテナ側が簡素化される31）, 33）。また、周波数利用効率と消費電力の観点からも優れて
いる。アナログRoFでは、光ファイバー上で波長多重信号を送受信し、各波長にアンテナ素子を対応付ける
アレイアンテナも実現できる。5Gシステム上でアンテナの指向性を波長多重信号の送信タイミングにより制御
する実装方法の検討も進められている34）。

400Gbps超大容量光パスの実現
デジタルコヒーレント技術を本格的に使用した100Gbps光パスは、それ以前の10/40Gbpsと同一の占有

周波数帯域幅と、日本国内をカバーするに十分な伝送距離を両立させて現在主流となっている。しかし、
100Gbpsを超える光パスを実現するには、伝送距離を犠牲にして高度な変調方式を用いる、あるいはより広
い占有周波数帯域幅を用いる53）等、容量との何らかのトレードオフが存在している。一方でイーサネットで
も400Gbpsを超える容量の検討が進んでおり54）, 55）、データセンター用400Gbps通信向けのチップ開発が
進んでいる56）。光通信ネットワーク側でも同等の容量を効率的に実現していく必要があるが、400Gbps超の
容量が広範に利用される上では技術面およびコスト面での課題が解決される必要がある。超高ボーレートで
の1Tbps級コヒーレント通信を可能にする送信器フロントエンドがNTT研究所より発表される57）など個々の
技術開発は進んでいるものの、現在のところ400Gbps伝送の初期のデモンストレーションが行われる段階で
あり58）, 59）、今後の研究開発の進展が期待される。

光通信ネットワークにおけるテレメトリの活用
フレキシブルグリッドによる周波数帯域の細分化と光パスへの必要十分な帯域幅の割り当てと、究極的な光

パス数の増加を目指すナイキスト波長多重ネットワークの検討60）-65）、伝送マージンの削減66）-69）、光パスの
動的運用を実現するトランスポートSDNのデモンストレーションは、光ファイバーの潜在的な容量を極限ま
で利用していこうという試みである。保守的な伝送マージンや周波数割り当て、光パスの固定的な運用をする
場合と比べ、伝送特性が許容値から逸脱するリスクが増大する。そこで伝送特性を監視するテレメトリとその
活用が検討されている70）, 71）。当該装置は相対的に低廉であり、ネットワーク内で多数使用可能である。ゆえ
にテレメトリを含む多くのデータを処理することで、光通信ネットワーク全体の性能や機能、付加価値を増し
ていくことが期待される。

［注目すべき国内プロジェクト］
わが国では情報通信研究機構によるBeyond 5G研究開発促進事業2）が開始されており、通信キャリアや

通信機器ベンダーによる先端技術開発が進んでいる。光ファイバー通信のみならず、無線通信まで含めた広
範な技術領域における大規模なファンディングであり、今後数年で成果が示されると想定される。また、
NTT研究所が推進するIOWN3）では、オールフォトニクスネットワークが構成要素とされており、光ファイバー
から伝送装置・半導体、ネットワーク端末に至る経路に光通信システムを適用する方向性が示されている。
ネットワークのエッジや膨大なデータを扱うデータセンターにおける適用を想定し、電気的な配線区間を極力
短くして、電子デバイスと光デバイスの機能を一体化・集積化する「光電融合」デバイスの実現を目指した研
究開発が進められている。光電融合デバイスとしては、2023年度にはネットワーク向けの小型/低電力デバ
イスを、2025年度以降にはコンピューティング領域でのボード接続用デバイスを、2029年度以降にボード
内チップ間向けデバイスを、それぞれ商用化していく計画となっている。

［注目すべき米国のプロジェクト］
米国では広義の光通信として、衛星を光ノードとして用いる通信がDARPA（Defense Advanced Research 

Projects Agency）の支援により研究開発されている72）。衛星間の光通信だけでなく、衛星群によるネットワー
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ク内での通信を行い広範な領域をカバーする点が特徴と言える。また、日米間ではNSFおよび情報通信研究
機構による2国間共同研究へのファンディングJUNO3（Japan-U.S. Network Opportunity 3）が開始さ
れている73）。

［注目すべき欧州のプロジェクト］
ヨーロッパにおいては光通信分野で顕著な成果のあるスペインCTTC（Centre Tecnològic de 

Telecomunicacions de Catalunya）他によるONFIREプロジェクトが直近まで実施されており74）、また
わが国とEUとの共同研究へのファンディングEU-JP 2014-2017 “RAPID：Radio technologies for 5G 
using advanced photonic infrastructure for dense user environments”が実施されていた。当該ファ
ンドの他にも、光通信および周辺を含めての研究が実施されていると想定される。なお、国際共同研究につ
いては、わが国および米国・ヨーロッパの有力研究機関との共著論文が出版されており、国際的な研究成果
の実現に加え、国際協力関係の構築と促進が期待される。

（5）科学技術的課題
超低消費電力・超高ボーレート光通信技術

現在用いられている100Gpbs光パスは、光信号の波形を高速にサンプリングして得られる大量のデジタル
信号を、非常に高速なデジタル信号処理プロセッサーにより処理している。その信号処理速度は一般的なプ
ロセッサーを1桁以上上回るものであり、消費電力が集積化を制約し、また光パス容量を決定する。超大容
量光パスを実現する上では、デジタル信号処理技術のさらなる革新、あるいはアナログ信号処理技術の適用
により高いボーレートを低い消費電力で実現していく技術の研究開発が必要である。また、研究開発の意義
を高めるためには、100Gbpsデジタルコヒーレント用プロセッサー同様、日本企業が市場を確実に確保でき
るような支援が求められるであろう。

超低遅延・超大容量化と低コスト化の両立
通信量の急速な増大に応えるため、光ファイバー容量の究極的な使用、空間多重やマルチバンド伝送等、

ネットワーク容量を増加させる試みがなされていることは上述した通りである。一方で、光ファイバー容量に
は理論上の限界があること、空間多重やマルチバンド伝送においては光ファイバーの敷設や不均一な伝送特
性への対処等が必要であり導入は必ずしも容易ではないことから、従来型ネットワークをコスト面で上回るた
めの方向性を見いだすこと、空間多重向け光ファイバーやマルチバンド伝送向けスイッチや増幅器といった必
須デバイスを効率的に実現するための研究開発を実施することが必要と考えられる。そこではオープン化の流
れを的確につかみつつ、所望の機能・能力を備えると同時に費用対効果に優れた光通信ネットワークを実現
することが求められるであろう。また、第5世代あるいはそれ以降の携帯電話通信に求められる超低遅延を満
たすことが必要である。現在各所で用いられ、遅延の要因となっている電気的経路制御やデジタル信号処理
の戦略的な配置や、これら処理を用いない低遅延デバイスの使用が有効な手段となり得る。

（6）その他の課題
光通信においては、光ファイバー伝送、そして光ファイバーを接続して構築される光ネットワークのすべて

の領域が互いに関連しており、また各領域において昨今急速に発展を遂げている機械学習を含めた最適化手
法が用いられている。領域の間の関連性が強いことから、光通信分野全体の飛躍的な進展を目指すには、特
定の領域に限らない、全方位的な研究活動を相互に連携しながら実施していく必要がある。例えばある領域
で生まれた革新的なアイデアを、いち早く他の領域で効果的に生かす研究環境と文化がわが国の中で醸成さ
れることが理想である。また、世界全体とわが国の市場規模の差に鑑みれば、当該研究分野の研究開発およ
び生産を、すべてわが国が単独で行うことはできない。しかも直近の十余年においては特に中国の研究開発
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力の向上が目覚ましく、国際会議での影響力が急激に強まっている。このような状況下で、当該研究分野に
おけるわが国のプレゼンスを確たるものとする上ではまず国内外の研究者間の連携をさらに強固なものとする
こと、およびわが国の研究成果の国際的な発信を強化していくことが望まれる。

本領域は、特定重要技術20分野の一つ「高度情報通信・ネットワーク技術」に位置付けられており、経
済安全保障の視点が重要になってきている。超大容量・超低遅延・超低消費電力のデータ伝送が可能となる
ことで、全く新しいサービスが生み出される可能性があり、経済成長や陣取りの糧として期待値が大きい。こ
れらは、さまざまな用途システムの共通技術であり、ICTインフラとして利用されるという点で汎用性が高く、
またインターネットをはじめとするネットワークは社会基盤として浸透しており、公共性が高いということから
利便性・持続性・安全性への影響も非常に大きい。さらに、直接的な攻撃力および治安維持能力を有するわ
けではないものの、軍事応用を含むネットワークサービスの基盤ともなり得ることから、取り扱いには注意を
要する。サプライチェーンという観点では、現状、装置のオープン化は進んでいるが光ファイバー等の製造は、
同志国以外にもある程度依存せざるを得ない状況であり、他国から導入する技術や製品の検証を実施する能
力を国内あるいは同志国に備えなくてはならない。また、一定の生産技術および研究開発能力をわが国の中
に担保することが必須である。

（7）国際比較
以下では、北米で開催される光通信の主要国際会議OFCにおける関連論文数を評価の一つのベンチマー

クとした。

国・地域 フェーズ 現状 トレンド 各国の状況、評価の際に参考にした根拠など

日本

基礎研究 ◎ ↗

日本はCOVID-19の影響下においても、主要国際会議OFCでの投稿件
数を維持している。情報通信研究機構によるBeyond 5G研究開発促進
事業2）による通信キャリアおよび機器ベンダーへの大規模なファンドが提
供されている。

応用研究・開発 ○ ↘
情報通信分野全体として研究費は減少傾向にある75）。光ファイバーやト
ランシーバー、光スイッチ等で日本企業が世界市場での一定の地位を占
めている。

米国

基礎研究 ◎ →
主要国際会議OFCでの関連論文数はやや減少傾向にあるが、国際共著
論文が多いことから絶対数はEUに次ぐ。 IEEE、Optica等の光通信分
野の主要学会も米国に本拠を置き、依然として世界の研究の中心である。

応用研究・開発 ◎ → 30ポートを越える多ポート波長選択スイッチ等、高付加価値製品の研究
開発および市販が続いている。光ファイバー等でも高いシェアを有する。

欧州

基礎研究 ◎ →

光通信を直接の対象としたファンディングの他、空間多重伝送・マルチ
バンド伝送で先駆的な研究を実施するなど、研究活動が活発でありかつ
他国への影響も強い。一方では、主要国際会議OFCでの論文数は急激
に減少している。

応用研究・開発 ○ → 各国の通信キャリアおよび機器ベンダーによる研究開発は従前通り継続
されている。

中国

基礎研究 ◎ ↗

大学・研究機関から有力論文誌への発表数が多く、国際会議運営や査読
委員等、おのおのの研究者のプレゼンスも増大している。かねてより主
要国際会議OFCでの投稿数も増加を続けていたが、最近は投稿数のみ
ならず採択数・関連論文数が非常に多くなっている。これは研究費の増
大だけによるものでなく、研究者の能力とテーマのレベルが飛躍的に向
上しているためと言える。

応用研究・開発 ◎ ↗

光ファイバー・デバイス等、あらゆる領域で研究開発が盛んに行われてお
り、数年前から主要国際会議のエキシビションでも存在感を示している。
広大な国土に光ファイバーを多数敷設し高速通信インフラを構築したとさ
れ、国家全体での生産能力も大変優れている。
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韓国
基礎研究 ○ → 主要国際会議OFCの関連論文数は少ないものの、一定数を維持している。

応用研究・開発 △ → 顕著な活動・成果は見られない。

（註１）フェーズ

基礎研究フェーズ：大学 ･ 国研などでの基礎研究の範囲

応用研究 ･ 開発フェーズ：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲　

（註２）○現状 

◎：特に顕著な活動 ･ 成果が見えている ×：活動・成果がほとんど見えていない

〇：顕著な活動 ･ 成果が見えている ―：評価できない（公表する際には、表示しない）

△：顕著な活動 ･ 成果が見えていない

（註３）近年（ここ１～２年）の研究開発水準の変化　

↗：上昇傾向　→：現状維持　↘：下降傾向
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