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5 IPv6 対応ユースケース（中小企業） 

 

国内には中小企業の内部環境を IPv6 対応した実績が少ないことが考えられる。そこで、IPv6 対応に係る

知見やノウハウを蓄積するため、3.3 で選定したとおり、「モデル G」および「モデル I」を対象とした IPv6 対応

ユースケースを示す。 

 

5.1 モデル G：中小企業 A 

 

5.1.1 ユースケース企業の紹介 

 

  ユースケースを行った対象フィールドとシステム環境を紹介する。 

 

(1) フィールド紹介 

本ユースケースは、新潟県に拠点を置く企業（以下、A 社と呼称）で行った。A 社は、新潟県内に本社

と支社があり、約 50 人の従業員が所属している。 

 

(2) 既存のシステム環境 

本ユースケースは、A 社内で利用している一般業務システム（メールや OA 機器等）だけでなく、A 社

が開発し、ユーザへ販売しているオンプレミス業務アプリケーション、クラウド（外部 IaaS）上の業務ア

プリケーションに対して行った。A 社システム環境の仕様を示す。 

 

① ネットワーク規模/インターネットとの接続方式 

A 社のシステム環境内のノード数は 50 以上、サブネット数は 2 つ、2 拠点間をインターネット VPN

で接続しており、拠点ごとに OCN 光 PPPoE（光電話あり）の回線を引き込んでいる。 

 

② 内部ネットワーク運営方法、およびサーバ運営方法/セキュリティ 

システム環境内の PC には IPv4 アドレス等を静的に設定しているが、一部の PC にはルータ上に

構築している DHCP で動的設定を行っている。メールや DNS のサーバは社内に立てず、外部の

サービスを利用している。ファイアウォールはルータの機能で実現している。 
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5.1.2 要件定義 

 

 A 社の内部環境を IPv6 対応するにあたり、要件定義の工程として 5 つのプロセスに沿って作業を行った。

まず、1 つ目の「現状の把握」として既存環境で利用している機器やサービスを可視化し、現行システムを整

理した。続いて、2 つ目の「移行方式の明確化」では IPv6 環境へ移行するための方式を定めた。そして 3 つ

目の「移行対象の明確化」では現行システムの内、IPv6 対応する機器やサービスを明確にした。また 4 つ目

の「IPv6 対応状況の確認」では移行対象の機器やサービスが IPv6 に対応しているか確認を行った。最後に

5 つ目の「導入方針の策定」では機器やサービスの IPv6 対応状況に基づき、IPv6 化に向けた導入方針を

策定した。 

 

(1) 現状の把握 

現行システムを把握するため、ネットワーク構成図を作成し、システムの可視化を行った。ネットワーク構

成図のアウトプットイメージを図 5.1.2-1 に示す。 

 

 
図 5.1.2-1 ネットワーク構成図イメージ 
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(2) 移行方式の明確化 

本ユースケースにおいては、IPv6 対応の究極的な目標は IPv6 シングルスタックの実現であるが、世の

中には IPv4 のみ対応の機器/サービスが残存していることから、IPv4/IPv6 デュアルスタック方式を採用

した。既存環境への影響を最小限とするため、IPv6 回線を新設し、デュアルスタック方式にて IPv6 実証

環境を既存環境と併設した構成で構築した。 

 

(3)～(5) 移行対象の明確化、IPv6 対応状況の確認、導入方針の策定 

要件定義における作業プロセス(3)～(5)を実施するにあたり、機器等一覧を作成し、作業結果を記載し

た。機器等一覧のアウトプットイメージを表 5.1.2-1 に示す。 

 

表 5.1.2-1 機器等一覧イメージ 

拠点 
既存/ 

新規 
機器等 

機器 

メーカ等 
機器名等 

移行 

対象 

IPv6 対応 

状況確認 
導入方針 

本社 既存 GW ルータ YAMAHA RTX830 - 対象外 変更不要 

新規 GW ルータ YAMAHA RTX830 ○ IPv6 対応 新規 

既存 
無線アクセス

ポイント 
BUFFALO 

AirStation 

ProWAPM-

1266R 

○ 
対象外 

(L2 機器のため) 
変更不要 

既存 
ファイルサー

バ 
NEC 

Express5800 

T110i 
○ IPv6 対応 変更要 

既存 複合機 Canon 

imageRUNNE

R ADVANCE 

C3520F Ⅲ 

○ IPv6 対応 変更要 

既存 プリンタ Canon LBP3980 ○ IPv6 未対応 変更不要 

省略 

支社 既存 GW ルータ YAMAHA RTX830 - 対象外 変更不要 

新規 GW ルータ YAMAHA RTX830 ○ IPv6 対応 新規 

既存 
ファイルサー

バ 
NEC 

Express5800 

T110i 
○ IPv6 対応 変更要 

省略 
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5.1.3 スケジュール計画 

 

 つぎに、IPv6 対応のスケジュールを計画する。本ユースケースで作成したスケジュールのイメージを図

5.1.3-1 に示す。ポイントは 2 点である。 

1 点目は、IPv6 対応はレイヤー3（インターネットプロトコル）への影響が大きいため、ネットワークレベルの

検証とアプリケーションレベルの検証を分け、段階的に検証したことである。また、ネットワークレベルの検証

を「一般業務における検証」と「IoT システムにおける検証」、アプリケーションレベルの検証を「業務アプリケ

ーションにおける検証」と「業務アプリケーション（クラウド）における検証」に分割した。段階的に検証すること

で、課題発生時の原因究明を行いやすくなる。 

2 点目は、試験結果の評価を検証ごとに行ったことである。検証ごとに課題を解決することができ、後続で

の手戻りが発生しにくくなる。 

 

 

図 5.1.3-1 スケジュールイメージ(中小企業 A) 
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5.1.4 設計 

 

本ユースケースでは、内部環境に IPv4 環境を残す必要があるため、デュアルスタック環境の構築を目指

した。設計の方針を大きく 2 つ定めた。 

① 現行のシステム環境への影響（システム修正変更）は最小限に抑えること 

② 究極目標である IPv6 シングルスタックを意識し、IPv4 環境と IPv6 環境の分離（疎結合）を目指すこと 

 

続いて IPv6 対応するための方式設計を行った。本ユースケースにおいて、現行の IPv4 シングルスタック

環境を構成する各要素に対する方式設計のポイントを以下に示す。 

 

(1) 無線接続のノート PC 

① 要素説明 

インターネット(WEB サービス利用やメール等)、印刷やスキャン、ファイルサーバの利用を行うための

無線接続クライアント PC である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する43。ルータ仕様のため、プレフィックス部のみ DHCPv6 で割

り当てるステートレス方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

指定する IPv6 アドレスは RA で割り当てる方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…RA による自動設定 

 

(c) ポリシーテーブルについて 

IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを保有するため、利用するアドレスの優先順位を付ける。デフォ

ルトは IPv6 アドレスが優先されるが、本ユースケースでは、IPv4 アドレスが優先される PC も用意

し、通信経路の検証用として利用する。 

・IPv4 優先 PC…IPv4 アドレスが優先されるよう設定 

・IPv6 優先 PC…IPv6 アドレスが優先されるよう設定(デフォルト) 

 
 
43 DHCPv6 は管理が容易になるが、有事の追跡性に IP アドレスが使えなくなるため、ユーザ ID 

等の追跡性確保の仕組みが別に必要である。 
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(d) hosts ファイルについて 

ファイルサーバが本社に 2 台、支社に 1 台あり、PC からファイルサーバへ接続する時に、現行

同様 hosts ファイルで名前解決させる。現行設定はそのままで、IPv6 分の名前解決を hosts ファ

イルに追記する。 

 

③ 特記事項 

(c)ポリシーテーブルについて、IPv6 無効化は Microsoft 非推奨のため、優先設定としている。 

 

(2) 有線接続のデスクトップ PC 

① 要素説明 

インターネット（WEB サービス利用やメール等）、印刷やスキャン、ファイルサーバの利用を行うため

の有線接続クライアント PC である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する。ルータ仕様のため、プレフィックス部のみ DHCPv6 で割り

当てるステートレス方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

指定する IPv6 アドレスは DHCPv6 で割り当てる方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

   

(c) ポリシーテーブルについて 

IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスを保有するため、利用するアドレスの優先順位を付ける。デフォ

ルトは IPv6 アドレスが優先されるが、本ユースケースでは、IPv4 アドレスが優先される PC も用意

し、通信経路の検証用として利用する。 

・IPv4 優先 PC…IPv4 アドレスが優先されるよう設定 

・IPv6 優先 PC…IPv6 アドレスが優先されるよう設定(デフォルト) 

  

(d) hosts ファイルについて 

ファイルサーバが本社に 2 台、支社に 1 台あり、PC からファイルサーバへ接続する時に、現行

同様 hosts ファイルで名前解決させる。現行設定はそのままで、IPv6 分の名前解決を hosts ファ

イルに追記する。 
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③ 特記事項 

(c)ポリシーテーブルについて、IPv6 無効化は Microsoft 非推奨のため、優先設定としている。 

 

(3) 有線接続の OA 機器（スキャナー、プリンタ） 

① 要素説明 

一般業務で使用する有線接続のスキャナー、プリンタである。 

 

② 方式設計 

現行 OA 機器が IPv6 未対応のため、IPv4 シングルスタック方式のままとする。  

 

(a) IP アドレスについて 

特に変更なし。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…設定不可 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(4) 有線接続の OA 機器（複合機） 

① 要素説明 

一般業務で使用する有線接続の複合機である。 

 

② 方式設計 

IPv6 シングルスタック方式とする。  

 

(a) IP アドレスについて 

IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する。ルータ仕様のため、プレフィックス部のみ DHCPv6 で割り

当てるステートレス方式とする。 

・IPv4 アドレス…設定削除 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

③ 特記事項 

複合機の仕様として、IPv6 シングルスタック方式でも対応可とあったが、IPv6 のみだと一部の機能が

利用できなかった。最終的には方式設計を見直し、IPv4 アドレスの設定を戻し、デュアルスタック方

式とした。 
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(5) インターネット接続や VPN 接続を制御する GateWay ルータ 

① 要素説明 

インターネット回線の接続、IPv4/IPv6 通信のルーティングやトラフィック制御（ファイアウォール）、拠

点間通信（インターネット VPN）を構築するための機器である。 

 

② 方式設計 

方式設計の方針に従い、既存の IPv4 シングルスタックのルータおよび回線とは別に、IPv6 シングル

スタックのルータおよび回線を用意する。なお、現行 PPPoE で性能的な課題を抱えていないこと、相

対コスト的に安いことより IPv6 回線も PPPoE（光電話なし）44を採用した。 

 

<IPv4 シングルスタックのルータ（既存）> 

(a) IP アドレスについて 

特に変更なし。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…設定なし 

 

(b) プロバイダ認証情報について 

IPv4 用の PPPoE 認証情報のみ設定する(現行踏襲)。 

 

(c) インターネット VPN について 

アグレッシブモードを設定する(現行踏襲)。 

 

(d) ファイアウォールについて 

A 社内のセキュリティポリシーにしたがって設定する(現行踏襲)。 

 

<IPv6 シングルスタックのルータ（新規）> 

(e) IP アドレスについて 

プレフィックス部は ISP から割り当てられ、インターフェース部はルータ側で生成する。また、ISP

からルータへプレフィックスの委任を受けている（DHCPv6-PD）。 

 

・IPv4 アドレス…設定なし(内部管理用のアドレスは手動設定) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

(f) プロバイダ認証情報について 

IPv6 用の PPPoE 認証情報のみ設定する。 

  

 
 
44 現行に IPv4 回線は光電話ありのため、IPv6 の回線は光電話なしとした。 
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(g) インターネット VPN について 

アグレッシブモードよりセキュアなメインモードを設定する。トンネル設定時に固定のグローバル

アドレスが必要なため、ULA（Unique Local Unicast Address）を利用する。本社と支社間の通信

は、ローカルではなくオープンなため、GUA（Global Unicast Address）での通信が必要である。

GUA のプレフィックスは ISP から割り当てられており、変更される可能性があるため、FQDN で指

定する。また、FQDN の名前解決に DDNS を利用する。通信の流れを図 5.1.4-1 に示す。 

 

 

図 5.1.4-1 ULA および GUA を利用したインターネット VPN 通信の流れ 

 

(h) ファイアウォールについて 

A 社内のセキュリティポリシーにしたがって設定する。 

 

③ 特記事項 

(g)インターネット VPN について、トンネル設定時に固定のグローバルアドレスが必要なため、ULA を

利用した。しかし、RFC4193 で定義されているように ULA は、グローバルなスコープではあるが、サ

イト内でのローカルな通信で利用するといった用途での利用が想定されている。ULA は限られた範

囲での通信に利用され、IPv6 インターネットとの通信を行うためには、別途 GUA が利用される。また、

ULA は、万が一パケットが外に漏れた時を想定し、他のアドレスとの競合が発生しにくいランダム値

を含ませる必要がある。そのため、本ユースケースでは、RFC4086 に準拠した生成方式で ULA を割

り当てている。 

 

(h)ファイアウォールについて、IPv4 と IPv6 でプロトコルが異なるため45、IPv4 を流用ではなく、IPv6 と

してファイアウォールの設定内容を検討する必要がある。 

  

 
 
45 例えば、IPv4 では、ICMP、ARP、IGMP は別のプロトコルであるが、IPv6 では ICMPv6 に統合さ 

れた。 
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(6) 無線接続を制御する無線アクセスポイント 

① 要素説明 

無線接続 PC から社内ネットワークに接続できるようにするための機器である。 

 

② 方式設計 

レイヤー2 の機器のため、IPv4/IPv6 に依存した設定はなし。 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(7) 業務アプリケーションを処理する AP サーバや DB サーバ(WEB 機能含む) 

① 要素説明 

A 社が開発し、ユーザへ販売している業務アプリケーションを開発するサーバである。クライアント PC

が利用する業務アプリケーションの動作環境（データベース含む）を、仮想環境のゲスト OS として構

築する。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。A 社のユーザへの影響を避けるため、既存の AP/DB サー

バにシステム修正変更は行わず、ユースケース用に、新規 AP/DB サーバを構築した。新規 AP/DB

サーバを既存 AP/DB サーバと同等設定（IPv4 シングルスタック）した上で、IPv6 設定を追加する。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行同等) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行同等) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(c) ポリシーテーブルについて 

AP/DB サーバにおいては、デフォルトの優先設定（IPv6 アドレスが優先）で検証を行う。 

 

(d) hosts ファイルについて 

AP/DB サーバは名前解決による通信を行わないため、追加設定なし。 

 

(e) ゲスト OS 環境（仮想サーバ）について 

ゲスト OS 環境は、ハイパーバイザー型のホスト OS（VMware vSphere）上で構築する。 
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③ 特記事項 

ゲスト OS の静的アドレスには、ULA を設定する。 

 

(8) 社内の情報資産を管理するファイルサーバ 

① 要素説明 

クライアント PC を認証し、ファイル共有を行うサーバ機器ある。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(c) ポリシーテーブルについて 

ファイルサーバ（CentOS）においてもクライアント PC と同様に、IPv4 と IPv6 の優先設定が存在

する。ユースケースのため、本社側のファイルサーバはデフォルトの IPv6 優先の状態で、支社側

のファイルサーバは IPv4 優先の状態で検証する。 

 

(d) hosts ファイルについて 

ファイルサーバ間で認証同期の通信を行っており、通信時に hosts ファイルで名前解決する。現

行設定はそのままで、IPv6 分の名前解決を hosts ファイルに追記する。 

 

(e) 認証同期設定について 

A 社の社内環境における LDAP 認証は本社と支社のマルチマスターで構成されており、支社側

のファイルサーバ 3 は本社側のファイルサーバ 1 の認証情報を一定間隔で取得し、同期してい

る。IPv6 接続において認証情報が同期されるよう、ファイルサーバ 3 の LDAP 設定ファイルの接

続先アドレスを IPv6 形式に変更する。 

 

③ 特記事項 

ファイルサーバの静的アドレスには、ULA を設定する。 
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(9) 上記以外のネットワーク接続デバイス（ビデオ会議） 

① 要素説明 

本社と支社間を接続し、双方向に映像および音声通話を行うビデオ会議システムである。 

 

② 方式設計 

IPv4 との通信が不要のため、IPv6 シングルスタック方式とする。IPv6 のインターネット VPN を利用す

る。 

 

(a) IP アドレスについて 

インターネット VPN を利用するため、ULA を設定する。 

・IPv4 アドレス…設定不要 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(10) 社外のメールサービス 

① 要素説明 

クライアント PC からメールの送受信（SMTP、POP）を行う外部メールサービス（MTA）である。 

 

② 方式設計 

現行メールサービスが IPv6 未対応のため、IPv4 シングルスタック方式のままとする。  

 

(a) MUA 側の設定について 

MTA の指定は FQDN で行っている。メールサービスが IPv6 未対応のため、社外の DNS では A

レコードのみ応答され、IPv4 通信のみ可能となる。 

 

③ 特記事項 

(a)MUA 側の設定について、IPv6 優先 PC の場合、DNS で名前解決した後、IPv4 通信に自動で切り

替わるため、利用上の問題は特になしと想定し、試験を行った。 
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(11) 社外のクラウドサービス 

① 要素説明 

A 社が開発し、ユーザへ販売している業務アプリケーションを動作させるクラウド（IaaS）である。クライ

アント PC が利用する業務アプリケーションの動作環境（データベース含む）を、クラウドサービス上の

仮想サーバ環境内に構築する。 

 

② 方式設計 

2 種類のクラウドサービスを利用している。さくらクラウド46は IPv6 対応のため、IPv4/IPv6 デュアルス

タック方式とする。IDC サービス47は IPv6 未対応のため、IPv4 シングルスタック方式とする。A 社のユ

ーザへの影響を避けるため、既存のさくらクラウドにシステム修正変更は行わず、ユースケース用に、

新規さくらクラウド上に新規仮想サーバを構築した。新規さくらクラウド上の仮想サーバを既存さくらク

ラウドのものと同等設定（IPv4 シングルスタック）にした上で、IPv6 設定を追加する。 

 

<さくらクラウド（IaaS）について)> 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

（サービス提供者から払い出されたグローバルアドレス） 

・IPv6 アドレス…同上 

 

<IDC サービス(IaaS)について> 

(b) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(現行踏襲) 

・IPv6 アドレス…設定不可 

 

③ 特記事項 

特になし。 

  

 
 
46 さくらインターネット社のクラウドサービスである。 
47 NS・コンピュータサービス社のクラウドサービスである。 
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以上を踏まえ、IPv6 対応後のシステム構成図を図 5.1.4-1 に示す。 

 

 

図 5.1.4-1 IPv6 対応後のネットワーク構成図 
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5.1.5 構築 

 

 設計内容を基に各機器に対してパラメータを設定し、環境を構築する。当ガイドラインでは、構築内容とし

て、環境詳細を記載する。まず、本ユースケースで利用した各要素のスペックを表 5.1.5-1 に示す。 

 

表 5.1.5-1 IPv4/IPv6 デュアルスタックを構築する各要素のスペック 

拠点 設定 機器等 仕様例 備考 

本社 IPv6 

優先 

デスクトップ PC DELL vostro 2421 

OS Windows10 Pro 

CPU Core i5-3337U @1.80GHz 

メモリ 8GB 

HDD 512GB 

・一般業務や業務アプリケ

ーション利用等 

IPv6 

優先 

ノート PC thinkpad E580 

OS Windows10 Pro 

CPU Core i5-8250U @1.60GHz 

メモリ 16GB 

HDD 256GB 

・一般業務や業務アプリケ

ーション利用等 

IPv4 

優先 

デスクトップ PC CF-SV7HM9VS 

OS Windows10 Pro 

CPU Core i5-8250U @1.60GHz 

メモリ 16GB 

SSD 256GB 

・一般業務や業務アプリケ

ーション利用等 

IPv4 

優先 

ノート PC CF-SV7HM9VS 

OS Windows10 Pro 

CPU Core i5-8250U @1.60GHz 

メモリ 16GB 

SSD 256GB 

・一般業務や業務アプリケ

ーション利用等 

IPv4/ 

IPv6 

複合機 imageRUNNER 

ADVANCE C3520F Ⅲ 

 

 

・印刷やスキャン 

IPv4 スキャナー Offirio ES-7000H 

 

 

・スキャン 

IPv4 プリンタ LBP3980 

 

 

 

・印刷 
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拠点 設定 機器等 仕様例 備考 

IPv4/ 

IPv6 

ファイルサーバ#1 OS CentOS 

CPU Intel Xeon CPU E3-1220 v5 

メモリ 20.0GB 

HDD 465GB 

 

・社内の情報資産管理や

共有 

・NTP マネージャー 

IPv4/ 

IPv6 

ファイルサーバ#2 OS CentOS 

CPU Intel Xeon CPU E3-1220 v5 

メモリ 20.0GB 

HDD 465GB 

 

・社内の情報資産管理や

共有 

IPv4 AP サーバ/ 

DB サーバ 

OS:Windows Server 2012 R2 

CPU:Intel Core2 Duo CPU 

メモリ：8GB 

HDD：1TB 

 

OS:Windows Server 2008 R2 

Standard 

CPU：Intel Xeon CPU E3-1220 v5 

メモリ：20GB 

HDD:500GB 

 

・業務アプリケーション動作 

IPv4/ 

IPv6 

検証用 

AP サーバ/ 

DB サーバ 

OS Windows Server 2019 standard 

CPU Intel Xeon CPU E2124 

メモリ 64.0GB 

HDD 1TB 

 

・業務アプリケーション動作 

IPv4 GW ルータ YAMAHA RTX-830 ・ルーティング 

・ファイアウォール（FW） 

IPv6 GW ルータ YAMAHA RTX-830 ・ルーティング 

・ファイアウォール（FW） 

IPv4 無線 AP 

（アク セスポイ ン

ト） 

Air Station Pro WAPM-1266R ・デバイスの無線中継 

IPv6 ビデオ会議 

デバイス 

Polycom Group310/500-720p 

 

 

 

・ビデオ会議 
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拠点 設定 機器等 仕様例 備考 

支社 IPv4/ 

IPv6 

ファイルサーバ#3 OS CentOS 

CPU Intel Xeon CPU E3-1220 v5 

メモリ 20.0GB 

HDD 465GB 

・社内の情報資産管理や

共有 

IPv4 GW ルータ YAMAHA RTX-830 ・ルーティング 

・ファイアウォール（FW） 

IPv6 GW ルータ YAMAHA RTX-830 ・ルーティング 

・ファイアウォール（FW） 

IPv6 ビデオ会議 

デバイス 

Polycom Group310/500-720p ・ビデオ会議 

共通 IPv4 ISP 光ＮＥＸＴハイスピード 

データ送信 100Mbps 

データ受信 200Mbps 

マルチホームなし 

光電話あり 

・インターネットおよび VPN

接続 

IPv6 ISP 光ＮＥＸＴギガライン 

データ送受信 1Gbps 

マルチホームなし 

光電話なし 

・インターネットおよび VPN

接続 

IPv4 メールサービス WEBARENA 

 

・メール 

IPv4 IaaS さくらクラウド 

IDC サービス 

・外部システム・商用サー

ビス等動作 

IPv4/ 

IPv6 

IaaS さくらクラウド ・外部システム・商用サー

ビス等動作 

 

 

つぎに、IPv6 対応するために行った各機器への設定内容を示す48。 

  

 
 
48 IPv6 に関するパラメータのみであり、IPv6 に無関係な構築パラメータは割愛する。 
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（1） ルータの設定 

ルータの管理画面上で以下 1～4 のコマンドを実行し、基本設定、ネット接続、パケットフィルタ、VPN の

設定を行った。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【ルータ基本設定（日付、管理パスワード、LAN 側の IP アドレス）】 

login password *  

administrator password * 

ipv6 prefix 1 dhcp-prefix@pp1::/64 

ipv6 prefix 2 fde9:c477:6a1b:1::/64(本社) 

ipv6 prefix 2 fde9:c477:6a1b:2::/64(支社) 

ipv6 lan1 address dhcp-prefix@pp1::1/64 

ipv6 lan1 address fde9:c477:6a1b:1::1/64(本社) 

ipv6 lan1 address fde9:c477:6a1b:2::1/64(支社) 

ipv6 lan1 rtadv send 1 2 o_flag=on 

ipv6 lan1 dhcp service server 

2 【IPv6 アドレスでのインターネット接続設定】 

pp select 1 

pp always-on on 

pppoe use lan2 

pppoe auto disconnect off 

pp auth accept pap chap 

pp auth myname (ISP と接続する ID) (ISP と接続するパスワード) 

ppp lcp mru on 1454 

ppp ccp type none 

ppp ipv6cp use on 

ipv6 pp rip send off 

ipv6 pp dhcp service client 

pp enable 1 

ipv6 route default gateway pp 1 

dns server pp 1 
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項番 設定内容の詳細 

3 【拠点間の VPN 接続】 

※本社側ルータには、支社側の ULA のプレフィックス（fde9:c477:6a1b:2）をトンネルす

るように設定し、支社側ルータには、本社側の ULA のプレフィックス（fde9:c477:6a1b:1）

をトンネルするよう設定している。 

 

[本社側] 

ipv6 route fde9:c477:6a1b:2::/64 gateway tunnel 1 

tunnel select 1 

 tunnel name *** 

 ipsec tunnel 1 

  ipsec sa policy 1 1 esp aes256-cbc sha256-hmac 

  ipsec ike version 1 2 

  ipsec ike keepalive log 1 on 

  ipsec ike keepalive use 1 on rfc4306 10 6 0 

  ipsec ike local name 1 ***.i.open.ad.jp fqdn 

  ipsec ike pre-shared-key 1 text (PSK) 

  ipsec ike remote name 1 ***.i.open.ad.jp fqdn 

 ipv6 tunnel tcp mss limit auto 

 tunnel enable 1 

 

[支社側] 

ipv6 route fde9:c477:6a1b:1::/64 gateway tunnel 1 

tunnel select 1 

 tunnel name *** 

 ipsec tunnel 1 

  ipsec sa policy 1 1 esp aes256-cbc sha256-hmac 

  ipsec ike version 1 2 

  ipsec ike keepalive log 1 on 

  ipsec ike keepalive use 1 on rfc4306 10 6 0 

  ipsec ike local name 1 ***.i.open.ad.jp fqdn 

  ipsec ike pre-shared-key 1 text (PSK) 

  ipsec ike remote name 1 ***.i.open.ad.jp fqdn 

 ipv6 tunnel tcp mss limit auto 

 tunnel enable 1 
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項番 設定内容の詳細 

4 【セキュリティ・ファイアウォール設定（パケットフィルタ）】 

ipv6 filter 200000 pass * * icmp6 * * 

ipv6 filter 200001 pass * * tcp * ident 

ipv6 filter 200002 pass * * udp * 546 

ipv6 filter 200110 pass fde9:c477:6a1b:2::/64 fde9:c477:6a1b:1::/64 * * * (本社) 

ipv6 filter 200110 pass fde9:c477:6a1b:1::/64 fde9:c477:6a1b:2::/64 * * * (支社) 

ipv6 filter 200098 reject * * * * * 

ipv6 filter 200099 pass * * * * * 

ipv6 filter dynamic 200080 * * ftp 

ipv6 filter dynamic 200081 * * domain 

ipv6 filter dynamic 200082 * * www 

ipv6 filter dynamic 200083 * * smtp 

ipv6 filter dynamic 200084 * * pop3 

ipv6 filter dynamic 200085 * * submission 

ipv6 filter dynamic 200098 * * tcp 

ipv6 filter dynamic 200099 * * udp 

pp select 1 

ipv6 pp secure filter in 200000 200001 200002  

ipv6 pp secure filter out 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 

200098 200099 

pp enable 1 

tunnel select 1 

 ipv6 tunnel secure filter in 200110 

tunnel enable 1 
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（2） 複合機の設定 

複合機上のパネル操作を行い、IPv6 のシングルスタック（最終的にはデュアルスタック）設定を行った。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【IPv6 アドレスの追加設定】 

複合機のパネルから IPv6 アドレスの設定を行う。 

「環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP 設定」→「IPv6 設定」 

・「DHCPv6 を使用」を押下⇒「OK」を押下 

2 【IPｖ4 アドレスの削除】（シングルスタック設定にする場合） 

複合機のパネルから IPv4 アドレスの無効化を行う。 

「環境設定」→「ネットワーク」→「TCP/IP 設定」→「IPv4 設定」 

・「IPv4 を使用」の「OFF」ボタンを押下⇒OK を押下 

 

※最終的に IPv6 シングルスタックからデュアルスタックでの運用を行うことにしたため、

上記設定は「ON」に戻した。 
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（3） ファイルサーバの設定 

ファイルサーバ上で下記の設定を行い、IPv6 デュアルスタックに対応するファイルサーバを構築する。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【本体のネットワーク設定】 

各ファイルサーバ上で nmtui により、IPv6 アドレスの追加設定を行う。IPv6 アドレスは、

社内で管理されているユニークローカルアドレスを設定する。 

fde9:c477:6a1b:1::56/64 (bandai2) 

fde9:c477:6a1b:1::57/64 (yachiyo2) 

fde9:c477:6a1b:2::11/64 (park2) 

（設定画面の例） 

 

2 【hosts ファイルの設定】 

/etc/hosts に IPv6 アドレスを追記する。 

===== 

fde9:c477:6a1b:1::56    bandai2 bandai2v6 

fde9:c477:6a1b:1::57    yachiyo2 yachiyo2v6 

fde9:c477:6a1b:2::11    park2 park2v6 
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項番 設定内容の詳細 

3 【samba 設定】 

smb.conf の公開対象アドレスに IPv6 形式のアドレスを追加する（赤字部分） 

[global] 

hosts allow =< 既 存 の IPv4 ア ド レ ス > fde9:c477:6a1b:2::/64 fde9:c477:6a1b:1::/64 

fe80::/64 

 

また、参照先 LDAP サーバ設定(ldapsam 部分)を IPv6 アドレスに変更する。 

passdb backend = ldapsam:"ldap://[::1] ldap://[fde9:c477:6a1b:2::11]" (bandai2) 

passdb backend = 

 ldapsam:"ldap://[fde9:c477:6a1b:1::56] ldap://[fde9:c477:6a1b:2::11]" (yachiyo2) 

passdb backend = ldapsam:"ldap://[::1] ldap://[fde9:c477:6a1b:1::56]" (park2) 

4 【LDAP 設定】 

LDAP の同期設定(ファイルサーバ 3（支社側）のみ) 

#vi syncrepl-modv6.ldif 

dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config 

changetype: modify 

replace: olcSyncRepl 

olcSyncRepl: rid=001 

  provider=ldap://bandai2v6:389/ 

  bindmethod=simple 

  binddn="cn=Manager,dc=marugo-system,dc=co,dc=jp" 

  credentials=*********** 

  searchbase="dc=marugo-system,dc=co,dc=jp" 

        

  scope=sub 

  schemachecking=on 

  type=refreshOnly 

  retry="60 10 300 10" 

  interval=00:00:05:00 

 

# ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f syncrepl-modv6.ldif 
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（4） クライアント PC の設定 

Windows 上で以下の操作を行い、IPv6 優先設定を行った。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【IPv4 アドレスの設定】 

接続しているネットワーク アダプタ（LAN or Wi-Fi）のプロパティから固定 IP を設定する。 

 

 

※IP アドレスは社内で管理している固定アドレスを設定する。 
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項番 設定内容の詳細 

2 【IPv6 アドレスの設定】 

接続しているネットワーク アダプタ（LAN or Wi-Fi）のプロパティから動的 IP が設定され

るようにする。（※Windows のデフォルト設定であることを確認する） 

 

3 【Hosts の設定追加】 

Hosts ファイルに IPv6 の社内サーバのアドレスを追加する（ファイルサーバごとに割り当

てたユニークローカルアドレスを設定する） 

\Windows\System32\drivers\etc\hosts 

 

===== 

## IPv6 

fde9:c477:6a1b:1::56 bandai2 

fde9:c477:6a1b:1::57 yachiyo2 

fde9:c477:6a1b:2::11 park2 

===== 
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項番 設定内容の詳細 

4 【IPv4 アドレスの優先設定】 

IPv4 設定がループバックより優先されるように、コマンドを実行する。 

IPv4(::ffff:0:0/96)が一番上になるように、優先順を振りなおす。 

（実行例） 

netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 50 0 

netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::1/128 40 1 

netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/0 30 2 

netsh interface ipv6 set prefixpolicy 2002::/16 20 3 

netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/96 10 4 

上記の設定を行ったら、PC を再起動する。 

5 【IPv4/IPv6 優先設定を確認】 

再起動後以下のコマンドを実行し、IPv4 が最優先になっていることを確認する。 

netsh interface ipv6 show prefixpolicies 

（実行例） 

優先順位     ラベル  プレフィックス 

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

             50        0  ::ffff:0:0/96  (IPv4 マップ) 

             40        1  ::1/128  (ループバック) 

             30        2  ::/0  (IPv6 通信全般) 

             20        3  2002::/16  (6to4) 

             10        4  ::/96  (IPv4 互換) 

              5        5  2001::/32  (Teredo) 

 

 

  



 

69 
 

（5） ビデオ会議の設定 

マニュアルに従ったシステムの初期セットアップ実施後、IPv6 に関連する以下の設定を実施した（本社

側、支社側） 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【IPv6 アドレス設定】 

ビデオ会議用に割り当てた本社側、支社側の IPv6 アドレス（ULA）を、それぞれの拠点で

手動設定する。 

 

2 【IPｖ4 アドレス無効化設定】 

IPｖ4 アドレスに「0.0.0.0」を設定して無効化する。 
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（6） AP/DB サーバの設定 

AP/DB サーバ上に、仮想環境のホスト OS となる VMWare Sphere とゲスト OS である Windows Server を

セットアップする。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【ハイパーバイザー環境のセットアップ】 

AP/DB サーバに VMWare vSphere（ESXi）の仮想環境を構築する。 

vSphere のマニュアルに従い、空き HDD 領域にセットアップする。 

2 【IPｖ6 アドレスの設定（ホスト OS、ESXi）】 

インストールした ESXi に、静的な IPv6 アドレスを固定設定する。 

（※上記アドレスは、WEB ブラウザから VMware vSphere の管理画面に接続する時に使

用するためのもの） 

設定値：fde9:c477:6a1b:1::60/64 

※プレフィックス部分(/64)は指定しないとエラーとなるため、指定必須。 

3 【ゲスト OS 環境の構築】 

VMware vSphere 上でゲスト OS（Windows Server）をインストールする。 

（特記事項なし） 
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項番 設定内容の詳細 

4 【ゲスト OS 環境の IPv6 設定】 

ゲスト OS の IPv6 アドレスを以下のとおり設定する。 

 

 

5 【ゲスト OS 環境の DB 環境構築】 

ゲスト OS で、DBMagic 付属の Pervasive.SQL をセットアップする。 

（特記事項なし） 

6 【クライアント環境のアプリケーション実行環境構築】 

クライアント PC に、さんちょくアプリケーションの実行環境をセットアップする。 

実行環境のセットアップ後、設定ファイル（Magic.ini）に IPv6 形式で DB の接続先（APDB

サーバ）を指定する。 

 

（設定例） 

[MAGIC_LOGICAL_NAMES] 

HAMAS = \\fde9-c477-6a1b-1--61.ipv6-literal.net\sanchoku-xpa2.5\HAMAS\ 

HADAT = \\fde9-c477-6a1b-1--61.ipv6-literal.net\sanchoku-xpa2.5\HADAT\ 

CLIENT = \\fde9-c477-6a1b-1--61.ipv6-literal.net\sanchoku-xpa2.5\CLIENT\ 

 

クラインアント PC でアプリケーションの実行ファイルを起動し、さんちょくのメインメニュ

ーが起動するか確認する。 
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（7） クラウド環境の設定 

外部クラウドサービス（さくらクラウド）に POS システムが動作する仮想サーバを作成し、クラウドの仮想環

境で IPv6 の有効化設定を行う。その他、ドメイン指定で仮想環境に接続できるように、DNS サービスに

仮想環境の IPv6 アドレスを正引き登録する。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【仮想サーバ環境のセットアップ】 

さくらクラウドのマニュアルに従い、仮想サーバを追加する。 

※Windows Server のバージョンは 2016、プランは「for RDS」を指定 

2 【IPｖ6 アドレスの有効化設定】 

ネットワーク設定で IPv6 を利用可能にする。 

「ルータ＋スイッチ」を作成する。 

 名前：任意の名称 

 ルータ：「はい」 

 IPv6 アドレス：「有効」 

 その他はデフォルトを指定する。 

 

※「IPv6 の逆引き設定」は必須ではないため、設定なし。 

※参考 

https://manual.sakura.ad.jp/cloud/network/switch/ipv6.html 

・IPv6 の使用を開始する 

・IPv6 アドレスに逆引き DNS を設定する 
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項番 設定内容の詳細 

3 【クラウド環境のファイアウォール設定】 

・IPv4 用のパケットフィルタ設定 

 →許可する送信元の指定で、A 社のグローバル IP を設定する。 

・IPv6 用のパケットフィルタ設定 

 →設定なし 

  ※さくらクラウドでは IPv6 のパケットフィルタは利用不可（2/21 現在） 

  ※参考： 

   https://manual.sakura.ad.jp/cloud/network/packet-filter.html 

 

 

4 仮想サーバで以下のセットアップを実施する（詳細は割愛） 

・ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙのインストール、設定 

・リモートデスクトップのインストール、設定 

・ネットワーク設定（ルータの設定内容に合わせる） 

5 ・仮想サーバで業務用アプリケーションをセットアップする（特記事項なし） 

・リモートデスクトップに接続する RDP ファイルを編集し、さくらクラウドの IPv6 アドレス

を接続先に指定する（IPv6 アドレス指定で接続する場合） 

（設定例） 

full address:s:2401:2500:109:1024::196 

ドメイン名指定で接続を行う場合は、上記にドメイン名を記載する。 

（設定例） 

full address:s:<ドメイン名> 

6 クライアント PC でサーバ上のアプリケーションが起動できるよう、RemoteApp の設定を

行う。 

リモートデスクトップサービス』→『QuickSessionCollection』→ 

『RemoteApp プログラムの公開』で、『Magic xpa 2.5 Enterprise Client』をチェックする。 

 

クライアント PC でRDP ファイルを起動して、POSMARU のメインメニューが起動するか、

確認する。 
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項番 設定内容の詳細 

7 さくらクラウドの仮想サーバに割り振られた IPｖ6 アドレスを、DNS に正引き登録する。 

正引き登録は marugo-system.co.jp ドメインを管理している、WEBArena の DNS サービ

スに接続して「ゾーンレコードの新規追加」で行う。 

 

（設定例） 
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5.1.6 試験 

 

 本ユースケースで実施した内容と結果を示す。 

 

5.1.6.1 実証内容と結果 

 

1. ネットワークレベルの検証 

 

5.1.5 で構築したシステム環境において、無線ネットワークおよび有線ネットワークに問題ないことを、一般

業務における検証、IoT システムにおける検証の 2 つの観点で検証した。 

一般業務における検証では、WEB サービスやメール等のインターネット利用、複合機等の OA 機器の利用、

情報資産の管理/共有等のファイルサーバ利用といった一般的な業務に加え、遠隔拠点にあるファイルサーバとユ

ーザ認証情報（LDAP）を同期可能か検証した。IoT システムにおける検証では、本社と支社間のビデオ会議の通

信を検証した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 4 件、

IPv6 対応における留意事項が 6 件発生した。 

実証結果に伴い設計を見直した点が1つある。複合機について、IPv6シングルスタック方式だと一部の機能が利

用できなかったため、対応として IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とした。 

 

(1) 一般業務における検証について 

5.1.4 (5)の通り、IPv4 の経路（ルータおよび回線）と、IPv6 の経路（ルータおよび回線）を分離させ、接続先のIPv6

対応状況で、通過する経路が切り替わるような設計としている。まずは、通信経路を明確にするため、IPv4 経路

側のルータと IPv6 経路側のルータを切り離した状態で、①から③のシナリオを IPv4 および IPv6 それぞれで検

証した。切り離した状態のイメージを図5.1.6-1 に示す。 
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図 5.1.6-1 IPv4 経路と IPv6 経路を分離 

 

① 疎通確認 

各機器に対して ping を実行し、通信経路に問題ないことを検証する。 

 

② WEB サービスやメール等のインターネット利用 

WEB サービスやメール等へインターネット接続し、コンテンツが利用できることを検証する。IPv6 未対応のコンテ

ンツ（A 社で現行利用しているメール等）の場合、利用できないことを検証する。 

 

③ ファイルサーバの利用（ユーザ認証、ファイル共有） 

ファイルサーバのユーザ認証とファイル共有が可能であることを検証する。また、変更した認証情報（パスワード）

がファイルサーバ間で同期されることを検証する。 

 

つぎに、IPv4 経路側のルータと IPv6 経路側のルータを接続し、IPv4 と IPv6 を共存させた状態で、④から⑤のシナ

リオを IPv4 および IPv6 それぞれで検証した。接続した状態のイメージを図5.1.6-2 に示す 
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図 5.1.6-2 IPv4 経路と IPv6 経路を接続 

 

④ 通常業務を想定した社内ネットワーク機器の利用 

IPv4 と IPv6 を共存させた環境において、IPv4 デバイス（スキャナー、プリンタ）および IPv6 デバイス（複合機）を

正常に利用できるか検証する。 

 

⑤ 通常業務を想定した WEB サービスやメール等のインターネット利用 

IPv4 と IPv6 を共存させた環境において、通常業務時間中に WEB サービスやメール等のインターネットを正常

に利用できるか検証する。 
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上記①から⑤のシナリオを実施した結果の内、主要なサンプルを以下に示す。まずは IPv4 経路と IPv6 経路を

切り離した状態の試験を示す。 

 

① 疎通確認の検証結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

GW ルータ IPv6 接続先に対し ping -6 をする ping が通る OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

外部 WEB

サービス 

IPv6 https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

「あなたの IP アドレスは～」

の後に IPv6 アドレスが表示

されている 

OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6 接続先に対し ping -6 をする

（ping はホスト名で指定） 

ping が通る OK 

 

 

【#1 の補足】 

図5.1.6-3 の通り、IPv6 で ping の応答を受信できることを確認した。 

 

 
図 5.1.6-3 IPv6 で ping 応答あり 
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【#2 の補足】 

図5.1.6-4 の通り、IPv6 でインターネット接続できることを確認した。 

 

 

図 5.1.6-4 IPv6 でインターネット接続可能 

 

【#3 の補足】 

図5.1.6-5 の通り、ファイルサーバへホスト名で ping 実行した場合も応答が返ってくることを確認した。(park2

は支社のファイルサーバのホスト名) 

 

 

図 5.1.6-5 ホスト名でも ping 応答あり 
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② WEB サービスやメール等のインターネット利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サ ー ビ ス

(送信) 

IPv4 WEBArena（SMTP)経由でメ

ール送信を行う 

メールが送信されない OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サ ー ビ ス

(受信) 

IPv4 WEBArena（POP3）経由でメ

ール受信を行う 

メールを受信できない OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

インターネ

ット(一般) 

IPv6 

予想 

WEB ブラウザで google へア

クセスする 

google 画面が表示される OK 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

インターネ

ット(認証) 

IPv6

予想 

WEB ブラウザで Microsoft ア

カウントにログインする 

アカウントページにログイン

できる 

NG 

5 デスクトッ

プ PC 

有線 IPv6

優先 

Microsoft 

TEAMS 

IPv6

予想 

TEAMS を起動し、チャットを

送信する 

エラーが出ず使用できる NG 

6 ノート PC 無線 IPv6

優先 

Microsoft 

TEAMS 

IPv6

予想 

TEAMS を起動し、チャットを

送信する 

エラーが出ず使用できる NG 

 

 

【#4 の補足】 

Microsoft アカウントの認証ページ（https://account.microsoft.com/）に接続できなかった。Microsoft 認

証サーバのドメインは、IPv4 アドレス（A レコード）のみが設定されているため、IPv6 シングルスタックでは、

接続が行えないと推測される。「account.microsoft.com」に対して nslookup を実行した結果を図 5.1.6-6 に示

す。 
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図 5.1.6-6 Microsoft アカウント認証ページは AAAA レコードなし 

 

他方で、Google アカウントの認証ページ（https://myaccount.google.com/）は接続できた。認     証サー

バのドメインは、IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレス（AAAA レコード）が設定されており、IPv6 シングルスタック

でも、接続可能であった。「account.microsoft.com」に対して nslookup を実行した結果を図5.1.6-7 に示す。 

 

 

図 5.1.6-7 Google アカウント認証ページは AAAA レコードあり 
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【#5、#6 の補足】 

図5.1.6-8 の通り、MicrosoftTeams 起動時の Microsoft アカウントのログイン時にエラーとなり、認証が行えな

かった。 

 

 

図 5.1.6-8 MicrosoftTeams 起動不可 

 

一時的に IPv4 経路側のルータと IPv6 経路側のルータを接続し、IPv4 と IPv6 を共存させる。IPv4 で一旦

MicrosoftTeams 起動およびログインを行い、その後 IPv4 経路側のルータを切り離し、IPv6 シングルスタック

に戻した状態でメッセージの送信を行うと、送信中にエラーとなり、チャットできなかった。 

 

 

図 5.1.6-9 MicrosoftTeams メッセージ送信不可 
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③ ファイルサーバの利用（ユーザ認証、ファイル共有） 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6  IPv6 アドレスで接続しユー

ザ認証を行う 

ユーザ認証が成功する OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6 IPv6 アドレスで接続しファイ

ルをアップロードする 

ファイルが共有される OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6  ホスト名で接続しユーザ認

証を行う 

ユーザ認証が成功する OK 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6 ホスト名で接続しファイルを

アップロードする 

ファイルが共有される OK 

5 フ ァ イ ル

サ ー バ

#1(本社) 

無線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ#3(支

社) 

IPv6 ホスト名で接続しファイルサ

ーバ間で認証情報が同期さ

れるかを確認する 

変更後のパスワードでユー

ザ認証が成功する 

OK 
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続いて、IPv4 経路と IPv6 経路を接続した状態の試験を示す。 

 

④ 通常業務を想定した社内ネットワーク機器の利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

プリンタ IPv4 印刷ジョブを送信する 印刷が実行される OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ス キ ャ ナ

ー 

IPv4 スキャナーを使用する スキャンが実行される OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

複合機 IPv6 印刷ジョブを送信する 印刷が実行される NG 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

複合機 IPv6 スキャンを行う スキャンが実行される NG 

 

【#3 の補足】 

複合機が IPv6 シングルスタックの場合、ベンダ提供のプリンタドライバインストーラからネットワーク探索でき

なかった。カスタムセットアップで標準TCP/IPポートを手動作成し、IPv6アドレスで手動追加することにより、

IPv6 アドレスによる印刷処理が行えるようになった。サポートに問い合わせした結果、IPv6 シングルスタック

でもネットワーク探索可能という回答であったが、機器仕様上、IPv6 シングルスタックに完全対応していない

と判断する。最終的に複合機は、IPv4/IPv6 デュアルスタックとして試験を行った結果、デュアルスタックの場

合では問題なく使用することができた。 

 

【#4 の補足】 

複合機が IPv6 シングルスタックの場合、Server Message Block プロトコルによる送信先の探索処理で PC

が探索されず、スキャンデータの送信が行えなかった。サポートに問い合わせした結果、IPv6 シングルスタ

ックでも探索可能という回答であったが、IPv6 シングルスタックに完全対応していないと判断する。最終的に

複合機は、IPv4/IPv6 デュアルスタックとして試験を行った結果、デュアルスタックの場合では問題なく使用

することができた。 
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⑤ 通常業務を想定した WEB サービスやメール等のインターネット利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サ ー ビ ス

(送信) 

IPv4 WEBArena（SMTP)経由でメ

ール送信を行う 

メールが送信される OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サ ー ビ ス

(受信) 

IPv4 WEBArena（POP3）経由でメ

ール受信を行う 

メールを受信する OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サービス 

IPv4 メールサービスを 1 日通して

使用してみる 

問題なく使用できる OK 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPｖ4 

/IPv6 

インターネットを 1 日通して

使用してみる 

問題なく使用できる OK 

5 ノート PC 無線 IPv6

優先 

インターネ

ット(認証) 

IPv4 

49 

WEB ブラウザで Microsoft ア

カウントにログインする 

Microsoft アカウントにログイ

ンできる。 

OK 

 

 

【#1、#2、#3 の補足】 

IPv4 経路側のルータと IPv6 経路側のルータを接続した状態であるため、IPv6 未対応サービスであっても、

問題なく利用することができた。当初、IPv6 優先PC から IPv6 未対応サービスへ接続した場合、IPv4 通信に

切り替わるまで（フォールバック）に一定時間を要すると推測していた。しかし、結果として、フォールバック

による遅延は体感せず、業務上支障をきたすことはなかった。PC側のパケットログを解析したところ、IPv6未

対応のコンテンツへ接続する場合、DNS の名前解決で AAAA レコードを応答しない、あるいは IPv4 アドレ

スが応答されるように CNAME で回されていた。名前解決で IPv6 アドレスを取得できないため、すぐに IPv4

で通信しており、フォールバックが発生していない。この動きは、アプリの実装に依存するため、一概に断言

できないが、コンテンツ提供者が、IPv6 未対応にもかかわらず不用意に IPv6 アドレス（AAAA レコード）を登

録するようなことがない限り、IPv6 で TCP 接続（3way ハンドシェイク）を試みないため、フォールバックは発

生しない可能性が高い。サンプルとして、IPv6 対応サービス（Google アカウント）と IPv6 未対応サービス

（Microsoft アカウント）に接続を行った際の、パケットログの解析結果を図5.1.6-10 および 5.1.6-11 に示す。 

 

 
 
49 シナリオ②「Web サービスやメール等のインターネット利用」におけるパケットログの解析結果より、部分的には

IPv6 で通信しているが、IPv6 に完全対応していないことが判明した。 
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図 5.1.6-10 IPv6 対応サービスの場合、IPv6 アドレスを取得し IPv6 で通信 

  

DNS クエリ(AAAA)のレスポンス後、 

IPv6 で通信を開始 

IPv6 アドレスを取得できている 
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図 5.1.6-11 IPv6 未対応サービスの場合、IPv6 アドレスを取得できず IPv4 で通信 

  

AAAA レコードのレスポンスで

は、CNAME で IPv4 アドレスに

回されている 

DNS クエリ(A, AAAA)のレスポンス後、 

IPv4 で通信している 

A レコードのレスポンスで IPv4 アド

レスを取得する 
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(2) IoT システムにおける検証について 

5.1.4(9)のとおり、ビデオ会議システムは IPv6 シングルスタックである。 

 

① ビデオ会議システムの利用 

本社と支社間でビデオ通話を行い、正常にビデオ会議システムが利用できることを確認する。IPv6 側の経路

を通過していることを確認するため、IPv6 側のルータの WAN 線を抜線した状態で接続し、ビデオ会議システ

ムが利用できないことも確認する。シナリオを実施した結果を以下に示す。 

 

① ビデオ会議システムの利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ビデオ会

議システ

ム(本社) 

有線 IPv6 ビ デ オ 会

議 シ ス テ

ム(支社) 

IPv6 ビデオ会議システムで支社

に接続する 

ビデオ会議システムが利用

できる（映像・音声が途切れ

ずに通話できる） 

OK 

2 ビデオ会

議システ

ム(本社) 

有線 IPv6 ビ デ オ 会

議 シ ス テ

ム(支社) 

IPv6 IPv6 側のルータの WAN 線

を抜線し、ビデオ会議システ

ムで支社に接続する 

ビデオ会議システムが利用

できない（支社のビデオ会議

システムに接続できない） 

OK 
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2. LAN 内アプリケーションレベルの検証 

 

5.1.5 にしたがって構築したシステム環境において、A 社開発の業務アプリケーションを IPv6 対応する際、

どのような影響があるかを検証した。その他に、ユーザ向けにリモートの保守作業で使用している市販のパッ

ケージソフトウェアにおいて、どのような影響が発生するかも検証した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 2 件発

生した。 

尚、実証結果に伴い設計を見直した点が 1 つある。Windows 標準 FTP（アクティブモード）について、SEP

（Symantec Endpoint Protection）との相性が良くないため、対応として FFFTP（パッシブモード）で代用した。 

 

（1） 業務アプリケーションにおける検証について 

5.1.4(7)のとおり、実証試験用に新規構築した AP/DB サーバ上で、A 社が開発し、ユーザへ販売して

いるオンプレミス業務アプリケーションの IPv6 対応を行った。①のシナリオを IPv6 通信で検証した。検

証範囲を図5.1.6-12 に示す。 

 

 

図 5.1.6-12 業務アプリケーションにおける検証範囲 

 

① 直売所向け POS システムの動作検証 

オンプレミス業務アプリケーションの内、「直売所向けの POS システム」を選定した。開発言語、

DBMS、OS は以下のとおりであり、業務アプリケーションの利用（アプリ起動/FTP 接続等）に問題が

発生しないかを検証した。 

・ 開発言語 ： Magic xpa(2.4) 

・ DBMS  ： Pervasive.SQL(V11) 

・ OS  ： Windows Server 2019 
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また、リモートの保守作業で使用している市販のパッケージソフトウェアに関する②のシナ 

リオを IPv4 および IPv6 それぞれで検証した。検証範囲を図 5.1.6-13 に示す。 

 

 

図 5.1.6-13 保守作業用ソフトにおける検証範囲 

 

② その他の保守作業の検証 

リモートの保守で使用しているソフトウェア「LAPLINK（version 14）50」を本社、支社の 2 拠点の PC にインス

トールし、支社側をホスト PC、本社側をゲスト PC として、ホスト PC へのログイン、リモート操作に問題が発

生しないかを検証した。 

  

 
 
50 遠隔地の PC 画面を手元の PC 画面で共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などを実現するリ

モートコントロールソフトである。 
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 上記①②のシナリオを実施した結果の内、主要なサンプルを以下に示す。 

 

① 直売所向け POS システムの動作検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

DB サーバ 

（PSQL  

V11） 

IPv6

優先 

直売所向け POS システムを

起動し、データを登録する

（ デ ー タ の DB 接 続 先 は

\\[ホスト名]を設定する） 

正常にデータ登録できる。 OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

DB サーバ 

（PSQL  

V11） 

IPv6

優先 

直売所向け POS システムを

起動し、データを登録する

（ デ ー タ の DB 接 続 先 は

\\[IPV6 アドレス]を設定す

る） 

正常にデータ登録できる。 NG 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

FTP サー

ビス 

IPv6

優先 

コマンドプロンプトで、[ホスト

名]を指定して FTP 接続す

る。 

アクセス許可されたユーザ

ID とパスワードを入力する

と、接続成功する。接続成

功した場合は get コマンド、

put コマンドが成功するか確

認する。 

NG 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

FTP サー

ビス 

IPv6

優先 

コマンドプロンプトで、[IPV6

アドレス]を指定して FTP 接

続する。 

アクセス許可されたユーザ

ID とパスワードを入力する

と、接続成功する。接続成

功した場合は get コマンド、

put コマンドが成功するか確

認する。 

NG 

 

【#2 の補足】 

DBMS である PSQL（Pervasive.SQL）は、クライアント PC からサーバ上の共有フォルダに対してデータファイ

ルを配置し、ファイルを更新することで、DBに対するデータ登録や更新を行う仕組みである。サーバ上の共

有フォルダのパスは、クライアント PC の設定ファイル側に DB 接続先として記述して設定するが、IPv6 形式

の UNC 指定（\\[IPv6 アドレス].ipv6-literal.net）で記述した場合、直売所向け POS システムでデータベース

の接続エラーが発生し、データを登録できなかった。サポートに確認した結果、「最新バージョン（V13）

では IPv6 形式指定による動作確認ができている。動作確認対象外であるが、V11 でも IPv6 形式指

定可能である」という回答を得た。サーバ側の PSQL を V11 から V13 にアップデートしたところ、デー

タベースの接続エラーは解消し、データを登録できるようになった。サポートから IPv6 対応という回答

を得ていたが、このように機器のバージョンによって、利用できない場合もあり得ることがわかった。 
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【#3、#4 の補足】 

IPv6 アドレス指定で Windows 標準の FTP（アクティブモード）51を試みると、認証は可能だが、データ転送コ

マンド（put, get）が失敗する事象が発生した。調査の結果、IPv6 アドレス指定、 あるいは対応するホスト名52

指定で FTP を行うと、PC にインストールしている SEP のファイアウォールで通信が遮断されていることがわ

かった。FTP で利用するポートを解放しても事象は解決しないが、試しに全ポートあるいは全 IP アドレスを

解放すると事象は解決した（セキュリティ上 NG）。また、SEP をアンインストールし、Windows 標準のセキュリ

ティソフトである Defender を有効化し、FTP で利用するポートを解放すると事象は解決した。事象の解析の

ため、検討した設定の組み合わせと FTP 通信結果の一部を図5.1.6-14 に示す。 

 

 

図 5.1.6-14 各設定と FTP 通信結果 

 

FTP には「パッシブモード」と「アクティブモード」の２種類が存在しており、セキュリティ上「パッシブモード」

が有効と言われることが多い。理由として、アクティブモードの場合、クライアントに対するインバウンド通信と

なり、ファイアウォールに穴あけが必要になるためである。今回、SEP にはインバウンド通信への特別な遮断

設定がされていると推測した。そこで、「パッシブモード」を選択可能なフリーソフトである FFFTP で代用した。

FFFTP では、問題なく通信可能であった。 

  

 
 
51 FTP にはセッション制御用のコントロールコネクション（ポート 20）とデータ転送用のデータコネクション（ポート

21）がある。また、FTP にはパッシブモードとアクティブモードがあり、前者はクライアントからサーバにデータコ

ネクションの確立を試みる。後者はサーバからクライアントにデータコネクションの確立を試みる。Windows 標準

FTP はアクティブモードのみである。 
52 前述のファイルサーバ等のホスト名は TCP/IP 系であり、host ファイルで名前解決しているものであるが、DB

サーバのホスト名は NetBIOS 系を指している。 
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図 5.1.6-15 FFFTP での設定と通信結果 

 

以上より、「アクティブモード」ではクライアントへのインバウンド通信が発生し、SEP がこれを遮断していたこ

と、「パッシブモード」ではクライアントからのアウトバウンド通信となるため、SEP の設定は変えず（穴あけせ

ず）、問題なくデータ転送まで可能なことを検証した。 

 

②その他の保守作業の検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ノート PC IPv6

優先 

LAPLINK を使用して拠点 A

（本社）から保守対象リモー

ト PC（支社）の操作ができる

こと 

・LAPLINK でのログインでき

る 

・リモート PC 側のアプリケー

ションが起動できる 

OK 

2 ノート PC 無線 IPv4

優先 

ノート PC IPv6

優先 

LAPLINK を使用して拠点 A

（本社）から保守対象リモー

ト PC（支社）の操作ができる

こと 

・LAPLINK でのログインでき

る 

・リモート PC 側のアプリケー

ションが起動できる 

OK 

 

 

【#1、#2 の補足】 

LAPLINK は、イントラネットでは IPv6 対応しているが、インターネット経由での IPv6 接続は未対応である。

LAPLINK はインターネット経由でリモート接続を行う場合、リモート接続先 PC のアドレス情報を直接指定す

るのではなく、仲介サーバ（インターコム インターネットサーバ）にホスト PC 側から登録した「接続先名」をク

ライアント PC で指定して、仲介サーバから接続先の情報を取得するような動作となっている。LAPLINK の

仕組みを図5.1.6-16、図5.1.6-17 に示す53。 

 

 
 
53 バージョン 13 の機器ガイドより抜粋している。旧バージョンであるが仕組みは同等である。 

https://icdl.intercom.co.jp/unlimited/pdf/laplink13/internet_guide.pdf 
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図 5.1.6-16 LAPLINK の仕組み 

（「インターネット接続ガイド」より引用） 

 

 

図 5.1.6-17 ゲスト PC 側の接続先指定画面 

  

接続先は IP アドレスではなく、仲介サーバに

登録されている接続先名で指定 
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当初の想定では、IPv6 優先 PC では、一度 IPv6 接続でインターネットサーバに接続を試行した後、フォー

ルバックで IPｖ4 接続に切り替わることを想定していた。結果として、フォールバックによる遅延はなかった。

PC 側のパケットログを解析したところ、リモート接続を開始したタイミングで FQDN の名前解決で A レコード

のみの名前解決を行っていた。仲介サーバは IPv6 アドレスを持たないため、IPv6 通信は発生しない。その

後のゲスト PC とホスト PC 間についても、IPv4 のみで通信が行われていた。 

 

 

図 5.1.6-18 ゲスト PC と仲介サーバ間のパケットログ 

 

 

図 5.1.6-19 ゲスト PC とホスト PC 間のパケットログ 

 

A レコードの DNS クエリを発行している 

受信した IPv4 アドレスで仲介サー

バと通信している 

ホスト PC とゲスト PC は IPv6 の優先設

定に関わらず、IPv4 で通信している 
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以上より、ソフトウェアの IPv6 対応有無に関わらず、不要なフォールバックを伴わずにソフトウェアを

利用できることがわかった。 

 

 

図 5.1.6-20 リモート接続成功時のスクリーンショット 
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3. WAN 越しアプリケーションレベルの検証 

 

外部システム・商用サービスとして、提供されているクラウドサービス環境上（IaaS）に構築した環境におい

て、A 社開発の業務アプリケーションを IPv6 対応する際、どのような影響があるかを検証した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題や機器/サービスの仕様に起因した課題は発生しなかった。 

 

（1） 業務アプリケーションにおける検証（クラウド）について 

5.1.4(11)の通り、さくらクラウドについては、ユースケース用に新規構築した IaaS 上で、業務アプリケーション

の IPv6 対応を行った。IDC サービスについては、IPv6 未対応のため、既存のクラウド環境（IPv4）を利用する。

①のシナリオで、インターネットにあるクラウドサービス（外部システム・商用サービス等）を IPv6 で利用可能

か検証した。②のシナリオで、インターネットにあるクラウドサービスを IPv4 で利用可能か検証した。検証範

囲を図5.1.6-21 示す。 

 

 

図 5.1.6-21 業務アプリケーションにおける検証（クラウド）範囲 

 

① 小売店向け POS システムの動作検証 

クラウド用業務アプリケーションの内、「小売店向け POS システム」を選定した。開発言語、DBMS、

OS は以下のとおりであり、サービスの利用（RDP 接続/アプリケーションの起動/FTP 接続）に問題

が発生しないかを検証した。 

・IaaS 環境 ： さくらクラウド、IPv6 対応あり（IPv6 の無効化も可能） 

・開発言語 ： Magic xpa(2.5) 

・DBMS  ： SQL Server2016 

・動作環境 OS ： Windows Server 2016 
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② 保育園栄養管理システムの動作検証 

クラウド用業務アプリケーションの内、「保育園栄養管理システム」を選定した。開発言語、DBMS、

OS は以下のとおりであり、サービスの利用（WEB ブラウザ接続/ＳＶＮクライアントの接続）に問題が

発生しないかを検証した。 

・IaaS 環境 ： NS コンピュータサービスの IDC サービス 、IPv6 対応なし 

・開発言語 ： PHP(5.4.45) 

・DBMS  ： MySQL(5.5.36) 

・動作環境 OS ： CentOS(6.5) 

 

上記①②のシナリオを実施した結果の内、主要なサンプルを以下に示す。 

 

① 小売店向け POS システムの動作検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

さ く ら ク ラ

ウド RDP 

 

IPv6

有効 

Windows のリモートデスクト

ップ接続機能で権限のある

ユーザで接続する（接続先

は IPv6 アドレス指定） 

RDP でクラウドサーバにロ

グインできる。 

OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

さ く ら ク ラ

ウ ド サ ー

バ（FTP サ

ービス） 

IPv6

有効 

コマンドプロンプトで、[IPV6

アドレス]を指定して FTP 接

続する。 

アクセス許可されたユーザ

ID とパスワードを入力する

と、接続成功する。接続成

功した場合は get コマンド、

put コマンドが成功するか確

認する。 

NG 

 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

有効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

は IPv6 アドレス指定） 

POS システムの画面が正常

に起動する。 

OK 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

無効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

は IPv4 アドレス指定） 

POS システムの画面が正常

に起動する。 

OK 

5 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

無効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

は IPv6 アドレス指定） 
 

接続エラーになる。 OK 



 

99 
 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

6 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

有効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

は IPv6 のドメイン指定） 

 

 

POS システムの画面が正常

に起動する。 

OK 

7 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

無効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

は IPv6 のドメイン指定） 

接続エラーになる。 

 

 

 

 

 

OK 

8 ノート PC 無線 IPv6

優先 

小売店向

け POS シ

ス テ ム

(RDP) 

IPv6

無効 

クライアント PC から RDP 機

能を使って小売店向け POS

システムを起動する（接続先

はドメイン指定） 

POS システムの画面が正常

に起動する（IPv4 で接続さ

れる） 

OK 

 

 

【#2 の補足】 

#①-3、#①-4 と事象および対応は同等である。 

 

【#6、#7、#8 の補足】 

外部DNS サービス内で自社ドメインを管理している。#37では、ドメインに対応する IPv6アドレスを AAAA レ

コードとして正引き登録し、名前解決により IPv6 アドレスでの接続が行われることを検証した。結果、問題な

くアプリケーションのメニュー画面がクライアント PC 上に表示されることを確認した。念のため、#38 では、名

前解決が IPv6 で行われていることを確認するため、事前にクラウドサービスの IPｖ6 接続オプションを無効

化した状態で実施した。想定通り、RDP 機能の接続が失敗した。 
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図 5.1.6-22 クラウドサービス利用成功時のスクリーンショット 

 

 

図 5.1.6-23 IaaS の IPv6 を無効にした場合、IPv6 通信できなくなる 

 

#39 では、当ドメインに対応する IPv4 アドレスを追加で正引き登録し、IPv4 アドレス（A レコード）と IPv6 アド

レス（AAAAレコード）の両方を取得できる状態にした。この状態で、IPｖ6接続オプションを無効にし、IPv6か

ら IPv4 へのフォールバックが発生するか検証した。結果、AAAA レコードおよび A レコードの両方で DNS リ

クエストを行い、取得した IPv6 アドレスおよび IPv4 アドレス両方で TCP 接続を試みていた。IPv6 接続オプ

ションを無効にした状態であったため、IPv4 のみ TCP レスポンス（ACK）を返す。TCP レスポンスが早いプ

ロトコルで通信を開始しており、すぐに IPv4 通信が行われるため、フォールバックは発生しなかった。 
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② 保育園向け栄養管理システムの動作検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

保育園栄

養 管 理 シ

ステム 

IPv4 IPV4 ドメイン指定で、クライ

アント PC から保育園栄養管

理システムを起動する(ブラ

ウザは IE を利用) 

正常に起動する。 OK 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

保育園栄

養 管 理 シ

ステム 

IPv4  保育園栄養管理システムで

献立を作成し、献立表をダ

ウンロードする(ブラウザは

IE を利用) 

正常にダウンロードできる。 OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

DB サーバ IPv4  指定された接続先（ドメイン）

に接続できるか確認する(ブ

ラウザは IE を利用) 

DB のメンテナンス画面が正

常に起動する。 

OK 

 

【#1、#2、#3 の補足】 

クラウド IaaS サービスが IPv6 未対応のため、IPv6 対応した LAN 環境（デュアルスタック環境）から従来通り

クラウドサービスを利用できるか検証した。 

 

5.1.6.2 課題と対応 

 

本検証にて発生した課題を整理した結果、機器やサービスが仕様により IPv6 に対応していない課題、IPv6 対応

を進める中で考慮不足が起因して発生した課題(構築時の Tips)に分かれることを確認した。 

そこで、以下に示す2つの観点から本検証にて発生した課題と対応の事例を「【付録1】課題管理表：中小企業A」

に示す。 

 

（1） 機器/サービス仕様における課題 

本検証において導入しようとした IPv6 対応を謳う機器/サービスの内、本検証では、IPv6 の利用可否が確認で

きず、機器メーカのサポート等に確認した結果、IPv6 対応が十分でないことが判明した課題と対応の事例を示

す。 

 

（2） IPv6 対応における留意事項(構築時の Tips) 

本検証において実際に発生した IPv6 関連のトラブルシュート事例をもとに、IPv6 対応において普遍的に留意

すべき点を示す。 
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5.2 モデル I：中小企業 B 

 

5.2.1 ユースケース企業の紹介 

 

ユースケースを行った対象フィールドとシステム環境を紹介する。 

 

(1) フィールド紹介 

本ユースケースは、新潟県の外郭団体である財団が運営する施設（以下、B 社と呼称）で行った。B 社

は、新潟県内で施設型ビジネスを展開し、対外的な情報発信や施設運営に IoT システムを活用して

いる環境である。 

 

(2) 既存のシステム環境 

本実証試験は、B 社内で利用している一般業務システムだけでなく、B 社で利用されている IoT シス

テムや業務アプリケーション、クラウド上の動画配信サービスに対して行った。B 社のシステム環境の

仕様を示す。 

 

① ネットワーク規模/インターネットとの接続方式 

B 社のシステム環境内のノード数は 50 以上、サブネット数は 1 つ、他拠点への VPN 接続はなく、

GMO とくとく BB フレッツ光ファミリー(1 IP 接続サービス)による PPPoE（光電話なし）の回線を引き

込んでいる。 

 

② 内部ネットワーク運営方法、およびサーバ運営方法/セキュリティ 

システム環境内の PC、サーバ、事務機器には、IPv4 アドレスを静的に設定している。インターネッ

ト回線と社内ネットワークの間には専用機器である FW 装置が設置されており、FW 装置側のプロ

バイダ接続機能によりインターネットに接続している。また、単体の GW ルータは設置せず、FW 装

置が GW ルータを兼用する構成となる。 

GW ルータ側で DHCP を無効化しており、社内機器に対しては IP アドレスの動的割り当てを許可

しない運用としている。 

職員の私用端末を接続するための無線ルータでは DHCP 接続を許可しているが、ゲストモード（内

部ネットワークへの接続は不可）で運用している。 

メールや DNS のサーバは社内に設置せず、外部のサービスを利用している。 
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5.2.2 要件定義 

 

B 社の内部環境を IPv6 対応するにあたり、要件定義の工程として 5 つのプロセスに沿って作業を行った。

まず、1 つ目の「現状の把握」として既存環境で利用している機器やサービスを可視化し、現行システムを整

理した。続いて、2 つ目の「移行方式の明確化」では IPv6 環境へ移行するための方式を定めた。そして 3 つ

目の「移行対象の明確化」では現行システムの内、IPv6 対応する機器やサービスを明確にした。また 4 つ目

の「IPv6 対応状況の確認」では移行対象の機器やサービスが IPv6 に対応しているか確認を行った。最後に

5 つ目の「導入方針の策定」では機器やサービスの IPv6 対応状況に基づき、IPv6 化に向けた導入方針を

策定した。 

 

(1) 現状の把握 

現行システムを把握するため、ネットワーク構成図を作成し、システムの可視化を行った。ネットワーク構

成図のアウトプットイメージを図 5.2.2-1 に示す。 

 

 
図 5.2.2-1 ネットワーク構成図イメージ 
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(2) 移行方式の明確化 

本ユースケースにおいては IPv6 環境への移行を見据え、可能な範囲で既存システムを IPv6 対応する

方針とした。移行範囲を検討した結果、IPv4 の基幹ネットワークは社内端末のセキュリティを維持するた

めのウイルス対策管理サーバ等が稼働しており、IPv6 の適用による影響リスクを避けるため、基幹ネット

ワークは現状のまま運用する方針とした。そのため、IPv4 の基幹ネットワークと IPv6 の実証試験ネットワ

ークを共存させる必要があることから移行方式としてデュアルスタック方式を採用した。 

 

（3）～(5) 移行対象の明確化、IPv6 対応状況の確認、導入方針の策定 

要件定義における作業プロセス(3)～(5)を実施するにあたり、機器等一覧を作成し、作業結果を記載し

た。機器等一覧のアウトプットイメージを表 5.2.2-1 に示す。 

 

表 5.2.2-1 機器等一覧イメージ 

既存/ 

新規 
機器等 

機器 

メーカ等 
機器名等 移行対象 

IPv6 対応 

状況確認 
導入方針 

新規 GW ルータ YAMAHA RTX830 ○ IPv6 対応 新規 

既存 FW 装置 YAMAHA FWX-1201 ○ IPv6 対応 変更要 

新規 スイッチ BUFFALO BS-GS2008P ○ 
対象外 

(L2 機器のため) 
新規 

新規 スイッチ NETGEAR GS108E ○ 
対象外 

(L2 機器のため) 
新規 

既存 無線ルータ Buffalo WXR-1900DHP3 ○ IPv6 対応 変更要 

新規 無線ルータ Buffalo 
WSR-2533DHP3-

BK 
○ 

対象外 

(無線クライアン

トが IPv6 未対応

のため) 

新規 

新規 
無線アクセ

スポイント 
Buffalo WAPS-1266 ○ 

対象外 

(L2 機器のため) 

新規 

(L2 透過) 

新規 
有線ネットワ

ークカメラ 
I/O データ TS-NA220 ○ IPv6 未対応 新規 

新規 
無線ネットワ

ークカメラ#1 
I/O データ TS-NA220W ○ IPv6 未対応 新規 

新規 
無線ネットワ

ークカメラ#2 
ATOM ATOM Cam ○ IPv6 未対応 新規 

新規 
無線ネットワ

ークカメラ#3 
マスプロ WHC7M3/10M3 ○ IPv6 未対応 新規 
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既存/ 

新規 
機器等 

機器 

会社名等 
機器名等 

移行 

対象 

IPv6 対応 

状況確認 
導入方針 

新規 
センサー内

蔵温度計 
T&D 

RTR-500BW(親機) 

RTR-500BL(子機) 
○ IPv6 未対応 新規 

新規 NAS I/O データ HDL2-AAX16 ○ IPv6 対応 新規 

既存 複合機 RICOH imagio MP C4002 - 対象外 変更不要 

既存 ISP OCN 光 
フレッツ IPoE 標準

プラン 固定 IP 
○ IPv6 対応 変更要 

既存 
メールサー

ビス 

GMO メー

ルサービス  

GMO メールサービ

ス 
- 対象外 変更不要 

新規 
ホスティング

サービス 

GMO 専用

サーバ 
GMO 専用サーバ ○ IPv6 対応 変更不要 
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5.2.3 スケジュール計画 

 

つぎに、IPv6 対応のスケジュールを計画する。本ユースケースで作成したスケジュールのイメージを図

5.2.3-1 に示す。ポイントは 3 点である。 

1 点目は、環境構築において既存 ISP の切り替えに伴う GW ルータの導入および既存ファイアウォールの

構成変更はネットワークの不通による現存機器への影響を調査した上で、最も影響が少ない時間帯を選択して実

施した。 

2 点目は、IPv6 対応はレイヤー3（インターネットプロトコル）への影響が大きいため、ネットワークレベルの

検証とアプリケーションレベルの検証を分け、段階的に検証したことである。また、ネットワークレベルの検証

を「一般業務における検証」と「IoT システムにおける検証」、アプリケーションレベルの検証を「業務アプリケ

ーションにおける検証」と「業務アプリケーション（クラウド）における検証」に分割した。段階的に検証すること

で、課題発生時の原因究明を行いやすくなる。 

3 点目は、試験結果の評価を検証ごとに行ったことである。検証ごとに課題を解決することができ、後続で

の手戻りが発生しにくくなる。 

 

 

図 5.2.3-1 スケジュールイメージ(中小企業 B) 
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5.2.4 設計 

 

本ユースケースでは、内部環境に IPv4 環境を残す必要があるため、デュアルスタック環境の構築を目指

した。設計の方針を大きく 2 つ定めた。 

① 現行のシステム環境への影響（システム修正変更）は最小限に抑えること 

② 既存環境を可能な範囲で IPv6 対応をすること 

 

①について、現存環境では FW 装置側で IPv6 通信を遮断するポリシーで運用されており、また現存

機器は全て静的 IP アドレスの設定により管理する運用となっているため、DHCP 自体が無効化され

ている。一般業務で使用する基幹ネットワークでは、社内端末のセキュリティを維持するためのウイル

ス対策管理サーバ等が稼働しており、IPv6 の適用による影響リスクを避けるため、基幹ネットワークは

現状のまま運用する方針とした（IPv6、DHCP の無効化する） 

【IPv6 に移行できない部分】 

・基幹ネットワーク全体 

・一般業務で利用する外部サービス（メールサービス、グループウェアサービス等） 

 

上記を踏まえ、基幹ネットワークから切り離しが可能な部分を現環境から抽出した。 

【IPv6 に移行できる部分】 

・ゲスト用 Wi-Fi 

・新規導入する IoT 機器（NAS54、ネットワークカメラ、センサー内蔵温度計） 

・新規構築する一般ユーザ向けのクラウドサービス 

 

その他、プロバイダ、GW ルータ、FW 装置については、現環境では IPv6 への移行のため変更が必

須であった。基幹ネットワークへ影響を与えないよう設定を行う必要があるため、設計時に十分に注意

するポイントとなる。 

 

②について、IPv6 対応可能な機器を選定して実施したが、実際のところ IoT 機器の IPv6 対応は芳し

くない状況であった。 

また、IoT 機器が連携するクラウドサービスについても、機器は IPv6 に対応しているが、クラウドサービ

ス側は IPv6 非対応など、完全に IPv6 対応している機器を探すのは難しい状況であった。 

 

【IPv6 に移行できない仕様の機器/サービス】 

・IPv6 対応していない IoT 機器（ネットワークカメラ、センサー内蔵温度計） 

 

これらの①、②に関する機器、サービスの選定において発生した課題、検討した内容の詳細については、

5.2.5 に記載する。 

 
 
54 ネットワークに接続可能な外部記憶装置（Network Attached Storage） 
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続いて IPv6 対応するための方式設計を行った。本ユースケースにおいて、現行の IPv4 シングルスタック

環境を構成する各要素に対する方式設計のポイントを以下に示す。 

 

(1) 無線接続のノート PC 

① 要素説明 

基幹ネットワーク、および実証実験ネットワークにおいて、インターネット(WEB サービス利用やメール

等)、複合機での印刷等の一般業務を行うための無線接続クライアント PC（Windows）である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレス/デフォルトゲートウェイについて 

実証試験のため IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する。ルータ仕様のため、プレフィックス部のみ

DHCPv6 で割り当てるステートレス方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…RA による自動設定 

 

(b) DNS サーバについて 

指定する IPv6 アドレスは DHCPv6 で割り当てる方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

   

③ 特記事項 

特になし。 

 

(2) 有線接続のデスクトップ PC 

① 要素説明 

実証実験ネットワークにおいて、インターネット(WEB サービス利用やメール等)、複合機での印刷等

の一般業務を行うための無線接続クライアント PC である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレス/デフォルトゲートウェイについて 

ノートＰＣ同様、IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する。ルータ仕様のため、プレフィックス部のみ

DHCPv6 で割り当てるステートレス方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…RA による自動設定 
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(b) DNS サーバについて 

指定する IPv6 アドレスは DHCPv6 で割り当てる方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

   

③ 特記事項 

実証実験を行う端末の OS は、Windows、および Mac 両方を対象とする。 

 

(3) 有線接続の OA 機器（複合機） 

① 要素説明 

一般業務で使用する有線接続の複合機である。 

 

② 方式設計 

IPv4 シングルスタック方式とする（既存踏襲）。 

 

(a) IP アドレスについて 

既存の設定を踏襲し、IPv4 の静的アドレスと設定する。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(4) インターネット接続を制御する GW ルータ 

① 要素説明 

インターネット回線の接続、IPv4/IPv6 通信のルーティングを構築するための機器である。 

 

② 方式設計 

方式設計の方針に従い、FW 装置を残したまま新たな GW ルータを導入する。GW ルータは IPoE 接

続に対応したレンタルルータを使用し、IPv4 と IPv6 のデュアルスタックの回線を用意する。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…設定なし(内部管理用のアドレスは手動設定) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

(b) プロバイダ認証情報について 

レンタルルータのため、特に設定なし。 
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(c) ファイアウォール機能について 

設定なし（デフォルト設定で利用）。 

※詳細なパケットフィルタ機能は、別途設置する FW 装置側の機能を利用する。 

 

③ 特記事項 

レンタルルータの性質上、ユーザが端末の設定を直接変更することができない。プロバイダ側にル

ーティング設定、ファイアウォール設定、LAN 側の IP アドレス設定などの情報を事前に連絡し、GW

ルータ起動時にコンフィグレーションをダウンロードする方式で設定を適用している。 

このため、GWルータの実際のコンフィグレーションはユーザが参照することはできず、詳細な設定内

容は確認することができない。 

ファイアウォール機能に関しても、同様の方式で設定可能であるが、細かな設定を行うことが難しか

った。そのため、既存の FW 装置を流用し、GW ルータと併用する構成とする。 

 

(5) 外部からのネットワーク通信を制御する FW 装置 

① 要素説明 

GW ルータからのインターネット通信に対してパケットのフィルタリングを行うための機器である。 

 

② 方式設計 

5.2(1)項の方式設計の方針に従い、以下の通りとする。 

・基幹ネットワーク側の接続ポート…IPv4 シングルスタック方式（既存踏襲） 

・実証実験ネットワーク側の接続ポート…IPv4/IPv6 デュアルスタック方式 

・ゲスト用 Wi-Fi ネットワークの接続ポート…IPv4/IPv6 デュアルスタック方式 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…設定なし(内部管理用のアドレスは手動設定) 

・IPv6 アドレス…RA による自動設定 

 

(b) プロバイダ認証情報について 

本機ではプロバイダ認証は行わない（既存の認証設定は削除する）。 

 

(c) ファイアウォール機能について 

インターネット接続に関するパケットフィルタ設定は、既存の設定内容を踏襲する。 

ただし、実証実験ネットワーク内に新たに設置する IoT 機器に関して、リモート接続が必要な場

合は、機器の IP アドレス、通信許可が必要なポートを確認した上で、ダイナミックフィルタの通過

設定を追加する。 
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(d) ポートベース VLAN 機能について 

既存環境では、ゲスト用 Wi-Fi ネットワークから基幹ネットワークへのアクセスを制限するため、

FW 装置に接続されている各ポートに対して、ポート間のパケットフィルタ、ルーティングといった

通信制御を行っている。 

新たに実証実験ネットワークを FW 装置に接続する場合、基幹ネットワーク側から実証実験ネット

ワークにアクセス可能としなければならないが、その逆のアクセスに対しては制限する必要がある

ため、既存環境の設定内容に倣い、実証実験ネットワーク向けのポートベース VLAN の制御設

定を追加する。 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(6) 無線接続を制御する無線アクセスポイント 

① 方式設計 

無線接続 PC、IoT 機器から社内のネットワークに接続できるようにするための機器である。 

 

② 特記事項 

特になし。 

 

(7) 社内で運用している既存サーバ類 

① 要素説明 

B 社では、社内端末のセキュリティを維持するため、WSUS サーバ55や、ウイルス対策管理サーバ56を

運用している。 

 

② 方式設計 

社内セキュリティへの影響を避けるため、IPv4 シングルスタック方式のまま、設定は変更しない。 

 

③ 特記事項 

特になし。 

  

 
 
55 ローカルネットワーク内で Windows Update を配信するサービス（Windows Server Update Services）
が稼働しているサーバ。 
56 各端末のウイルス対策ソフトの稼働状況を監視、管理するためのサーバ。 
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(8) 社内の情報資産を管理する NAS 機器 

① 要素説明 

クライアント PC を認証し、ファイル共有を行うネットワーク接続可能なストレージ機器である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(c) 認証設定について 

認証の設定は NAS 側のユーザ管理機能を利用し、アカウント登録を行う。 

本機器におけるユーザ認証とファイル転送機能は、SMB57により実現している。NAS にアクセス可

能なユーザ情報は、NAS 側の管理機能によりアクセス許可ユーザの情報登録を行う。 

 

(d) リモート接続について 

NAS をリモート接続可能とするため、リモート接続用の追加パッケージをインストールする（NAS

の管理画面上から追加可能）。 

 

③ 特記事項 

NAS へのリモート接続は(c)で登録されたアカウント情報にて、スマートフォン用のアプリケーションを

介して行う。 

  

 
 
57 Server Message Block の略称であり、主に Windows を中心とした環境で LAN を通じてファイル共有や

プリンタ共有などに使用される通信プロトコルを指す。 
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(9) 上記以外のネットワーク接続デバイス（IoT 機器） 

① 要素説明 

社内の各所に設置するネットワークカメラ、センサー内蔵温度計等の IoT 機器である。 

 

② 方式設計 

IPv6 方式に対応していないため、IPv4 シングルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(10) 社外のメールサービス 

① 要素説明 

クライアント PC からメールの送受信（SMTP、POP）を行う外部メールサービス（MTA）である。 

 

② 方式設計 

既存メールサービスが IPv6 未対応のため、IPv4 シングルスタック方式のままとする。  

 

(a) MUA 側の設定について 

MTA の指定は FQDN で行っている。メールサービスが IPv6 未対応のため、社外の DNS では A

レコードのみ応答され、IPv4 通信のみ可能となる。 

 

③ 特記事項 

(a)MUA 側の設定について、IPv6 優先 PC の場合、DNS で名前解決した後、IPv4 通信に自動で切り

替わるため、利用上の問題は特になしと想定し、試験を行った。 
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(11) 社外のクラウドサービス 

① 要素説明 

不特定多数の一般ユーザ向けに公開する動画配信サービスを動作させるクラウド（VPS）である。本

動画配信サービスはクラウドサービス上の仮想サーバ環境を用いて構築する。 

 

② 方式設計 

クラウドサービスは、IPv6 をサポートしている ConoHa VPS58を利用する。IPv6 対応のため、IPv4/IPv6

デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

（サービス提供者から払い出されたグローバルアドレス） 

・IPv6 アドレス…同上 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

以上を踏まえ、IPv6 対応後のシステム構成図を図 5.2.4-1 に示す。 

 

 
 
58 GMO Internet 社のクラウドサービスである。 
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図 5.2.4-1 IPv6 対応後のネットワーク構成図 
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5.2.5 構築 

 

本ユースケースでは検証環境構築において、以下の流れで機器や環境の検討を行った。 (1)～(4)に

おいて各検討過程における課題を記載し、(5)にその解決策・対応方針を記載する。 

 

(1) プロバイダの選定 

まず初めに、既存プロバイダは IPv6 未対応であったため、乗り換えが必要であった。 

令和元年度の事業では IPv6 の PPPoE 接続による実証実験を実施していたため、今回は IPoE 接

続によるデュアルスタック化に着目し、IPoE 対応を前提としたプロバイダの選定を実施した。 

 

【プロバイダ選定における課題点】 

今回の実験環境では、一般業務において WEB サービス上のグループウェアを利用している。ここ

では市の情報を取り扱っていることや、職員が業務時間外に社外から業務に触れる機会を持たせ

ないため、WEB サービス側で社外からの参照を禁止するよう、固定 IPv4 アドレスによるアクセス制

限を行っている。しかし、グループウェアが IPv6 未対応であるため、固定 IP(v4)による制限を継続

する必要がある。このため、IPoE に対応し、かつ IPv4 の固定 IP が利用可能であるプロバイダの選

定が必須となる。 

 

(2) ネットワーク設計の検討 

プロバイダを選定した後は、IPoE 接続を前提としたネットワーク構成を検討した。 

今回の実証実験環境に IPv6 を導入するためには、既存環境への影響を最低限とするため、以下

の 3 つの課題を解決する必要があった。 

 

【ネットワーク設計における課題点】 

① GW ルータ変更によるセキュリティ低下への懸念 

既存環境では FW 装置を GW ルータ兼 FW 装置として運用している。 

しかし、上記の FW 装置は PPPoE での IPv6 接続は可能だが、IPoE 接続には対応していない

仕様であった。 

単純に GW ルータの置き換えを行ってしまうと FW を撤去することになってしまい、既存のセキ

ュリティが維持できなくなってしまう。更に FW ではポートベース VLAN で基幹ネットワークとゲ

スト用 Wi-Fi との接続を分離しているため、この構成を新しい GW ルータを導入した環境でも

実現する必要がある。 
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図 5.2.5-1 GW ルータ置き換えによるセキュリティ低下の懸念 

 

② 基幹ネットワークに対する DHCP 有効化の影響 

既存環境では端末管理のため GW ルータの DHCP 機能を無効化しており、機器は全て固定

の IPv4 アドレスで運用している。本来、IPv6 対応機器はアドレスを自動割り当てすることが理

想的であるため、IPv4 は DHCP 無効のまま、IPv6 のみ DHCP で運用したい。しかし、GW ル

ータによっては、IPv4 と IPv6 の DHCP 機能を個別で制御できない機器も存在している。既存

機器に対して DHCP の影響を避けながら、IPv6 だけ DHCP を適用できるような方法を検討す

る必要がある。 

また、一部のネットワークカメラにおいては、IPv6 非対応機器であるが、IP アドレスの設定手段

が DHCP のみである。本機器は基幹ネットワーク上で運用する必要があり、IPv4 の DHCP が

無効化されている環境において、どのような手段で機器を導入するのかも課題となった。 
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図 5.2.5-2 DHCP を有効化した場合のネットワーク全体への影響の懸念 

 

③ IoT 機器を踏み台とした、不正アクセスの懸念 

外部からのリモートアクセスが発生する IoT 機器に関しては、機器自体が不正アクセスに会うリ

スクが少ないとは言えず、更に踏み台となり基幹ネットワーク側に被害を及ぼすリスクを考慮す

る必要がある。 

WEB サーバを外部公開する場合、緩衝地帯（DMZ）を構築して基幹ネットワーク側へ被害を

避けるため隔離した領域を構築するのが一般的であると考えられるが、様々な個所に配置が

必要な IoT 機器の場合においては適用しにくい（将来的に IoT 機器が接続されている場所か

ら基幹ネットワークへのアクセスが必要となった場合、完全に独立するネットワークを新たに構

築する必要が生じ、コスト増となるため）。 
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図 5.2.5-3 リモートアクセスによる、不正アクセスのリスク 

 

(3) 実験機器の選定 

既存機器を含めた、今回の実証試験シナリオに利用する選定機器の一覧を以下に示す。 

 

表 5.2.5-1 選定機器の一覧 

区分 概要 機器ベンダ 型番 IPv6 対応 リモート接続 

新規 GW ルータ YAMAHA RTX830 〇 － 

既存 FW 装置 YAMAHA FWX120 〇 － 

既存 ゲスト用 Wi-Fi BUFFALO WXR-1900DHP3 〇 － 

新規 NAS I/O データ HDL2-AAX16 〇 〇 

新規 ネットワークカメラ I/O データ TS-NA220(W) × 〇 

新規 ネットワークカメラ ATOM ATOM Cam × 〇 

既存 ネットワークカメラ マスプロ WHC7M3/10M3 × 〇 

新規 ネットワークカメラ Panasonic BB-SC シリーズ 〇 〇 

新規 センサー内蔵温度計 T&D RTR-500BW × ○ 

○：サポート、×：非サポート 
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ネットワークカメラにおける選定では、IPv6 対応していること、かつリモートから映像を参照できる機

器を中心として選定を行った。 

しかし、現状でも IPv6 の対応を謳う機器は少なく、仮に対応していたとしても、比較的高価な機器

がほとんどであった。 

選定の候補に挙がったものは Panasonic 製のネットワークカメラが、IPv6 対応かつクラウド上に録画

データを保存できる機能を持っていたため、有力な候補であった。 

外部から社内ネットワーク側へのアクセスを抑えることが可能なクラウド録画方式は、セキュリティ上

望ましい。しかし、そのクラウドサービスである「みえますねっと」が IPv6 に対応していないことがマ

ニュアル上に明記されていたため、選定対象から除外した。 

 

【機器選定における課題点】 

特にネットワークカメラにおいて、IPv6 対応している機器は高価なものが中心で、IPv6 対応機器の

選択肢が少ない。 

データ保存・参照がクラウド上で完結する機器はいくつかあったが、IPv6 対応・非対応を明示して

いない機器が多く、更にその中でクラウドサービス含めて IPv6 にも対応している機器を見つけるこ

とは、困難な状況であった。 

 

(4) クラウドサービスの選定 

IPv6 環境における外部システム・商用サービス等への影響を検証するクラウドサービスの選定を行

った。現環境のプロバイダ、メールサービスで GMO を利用しており、同社提供のサービスで利用可

能なものがないかを検討した。その中で、環境構築の自由度が高く、保守性も優れている点で

「WADAX」の「専用サーバプラン」を第一候補として検討した。 

 

【クラウドサービスの選定における課題点】 

「WADAX」にはいくつかのプランが存在しており、そのプランによって IPv6 の対応状況が異なって

いた。当初候補としていた「専用サーバ」は IPv6 接続に未対応であることが、サポートへの問い合

わせの結果判明した。 
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(5) (1)～(4)における課題解決 

【(1)の課題解決の方針、実施内容】 

IPv6 の環境適用において、この運用上の条件は必須であったため、プロバイダの選定においては、

以下に注目して選定を行った。 

・IPoE が利用できること 

・固定 IPv4 アドレスが取得できること 

IPoE が利用可能なプロバイダは多いが、固定 IPv4 も取得可能なプロバイダは少なく、選定対象 

に残ったプロバイダは以下の通りであった。 

・OCN 提供の「フレッツ」IPoE 標準プラン 固定 IP」 

・DiX 提供の「IPoE（IPv6）オプション」 

・IPQ 提供の「IPoE 接続プラン」 

・インターリンク提供の「ZOOT NATIVE」 

 

DiX に関しては、1 つの固定 IPv4 アドレスを無料で利用できることを前面に出していたが、IPoE と

固定 IPv4 アドレスの併用ができないことが問い合わせで分かったため、選定対象から除外した。残

ったプロバイダからコスト面、導入のしやすさを見て吟味したが、ＧＷルータがレンタル可能である

こと、法人向けプランとして提供されていることを鑑み、OCN「フレッツ IPoE 標準プラン 固定 IP」を

最終的に選定した。 

 

【(2)の課題解決の方針、実施内容】 

① GW ルータ変更によるセキュリティ低下への懸念について 

IPoE に対応した GW ルータを入手、またはレンタルを検討した結果、自営端末を用意して利用す

ることもできたが、プロバイダからのサポートが利用できなくなる点などを考慮し、最終的にはレンタ

ルルータを利用する構成で環境を構築した。 

現状の FW をそのまま活かす方針とし、FW は GW ルータと内部ネットワークの中間に配置すること

で、内部ネットワークは今まで通りのセキュリティが維持されるようにした。 
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図 5.2.5-4 プロバイダ接続機能無効化によるによる FW 装置の運用 

 

② 基幹ネットワークに対する DHCP 有効化の影響について 

基幹ネットワークの機器に意図せず IP アドレスが振られてしまうことを防ぎ、かつ IPv6 接続を遮断

するポリシーを踏襲するため、FW を以下のように設定する方針とした。 

・GW ルータ側→基幹ネットワーク側への通信に対し、IPv4 パケットの DHCP を遮断する。 

・GW ルータ側と基幹ネットワーク側、双方向の通信に対して、IPv6 パケットを全て遮断する。 

 

また、基幹ネットワーク上の機器で DHCP が必須であるネットワークカメラに対しては、拡張したネッ

トワーク上に DHCP サーバ機能を持つ無線ルータを新たに設置することで課題の解決を図った。

本ルータに無線接続した機器に限定して DHCP を有効化し、更にルーティング機能により無線ル

ータのローカルネットワーク側と基幹ネットワーク側を双方向に接続することで、IoT 機器をインター

ネット接続可能とする設計とした。 
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図 5.2.5-5 VLAN とルーティングを利用した DHCP, IPv6 の適用 

 

③ IoT 機器を踏み台とした、不正アクセスの懸念について 

基幹ネットワークと外部からアクセスが発生する実証実験ネットワークの分離は、元々FW がポート

ベース VLAN でアクセス分離していたため、FW 本体の未使用ポートを新たな VLAN として割り当

てるだけで基幹ネットワークから分離は行える。 
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図 5.2.5-6 VLAN を用いた基幹・実証実験ネットワーク分離 

 

しかし、実証実験後の運用を検討した結果、同ネットワークからも基幹ネットワークへのアクセス可

能となるような拡張性を持たせることが望ましかった。 

将来的なネットワーク拡張時に機器導入のコストを抑えるため、基幹ネットワークと実証実験ネットワ

ークを論理的に分離し、最終的にインテリジェントハブ側の設定により接続制御を行える方針とした。 
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図 5.2.5-7 タグ VLAN を用いたネットワーク拡張のイメージ 

 

【(3)の課題解決の方針、実施内容】 

ネットワークカメラの構成については、IPv6 対応機器が高価であるため、IPv6 非対応であるが一般

的な中小企業が入手しやすい価格帯の機器を中心に選定した。NAS 連携が可能な I/O データ製

のネットワークカメラに関しては、録画した動画データを NAS 上に保存し、動画データの参照は

NAS に対してリモート接続する構成とした。（イントラネット側は IPv4、リモート側は IPv6 で接続する

想定） 

センサー内蔵温度計については、IPv6 対応されている代替品が存在しなかったため、IPv4 対応の

機器を選択し、IoT 機器と連携するクラウドサービス側にて IPv6 接続の検証を行う方針とした。 
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図 5.2.5-8 ネットワークカメラと NAS の録画連携イメージ 

 

【(4)の課題解決の方針、実施内容】 

「WADAX」の「専用サーバ」は選定から外し、共用タイプのサーバにはなるが、同じ GMO が提供す

るクラウドサービスの中で、IPv6 接続の正式サポートが明確であった「ConoHa VPS」を最終的に選

定した。 

 

つぎに、設計内容を基に各機器に対してパラメータを設定し、環境を構築する。当ガイドラインでは、構築

内容として、環境詳細を記載する。まず、本ユースケースで利用した各要素のスペックを表 5.2.5-1 に示す。 
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表 5.2.5-2 IPv4/IPv6 デュアルスタックを構築する各要素のスペック 

設定 機器等 仕様例 備考 

IPv4 デスクトップ PC [Windows] 

HP prodesk400GS 

OS Windows10 Pro 

CPU Celeron® G4900 プロセッサー

（3.1GHz） 

メモリ 8GB 

HDD 500GB 

 

[Mac] 

iMac 

OS OSX 10.13.4 

CPU Intel Core i5（2.3GHz） 

メモリ 8GB 

HDD １TB 

 

・事務用 

IPv4/ 

IPv6 

ノート PC [Windows] 

HP probook 450 G2 

CPU Core™ i3-4030U プロセッサー

（1.9GHz） 

メモリ 8GB 

SSD128GB 

 

・事務用 

IPv4 複合機 RICOH imagio MP C4002 

 

・印刷 

IPv4/ 

IPv6 

無線ルータ 

（アクセスポイント） 

BUFFALO WXR-1900DHP3 

 

・ゲスト用 Wi-Fi 

IPv4/ 

IPv6 

タブレット、 

スマートフォン 

iPad Pro(10.5 インチ) 

Zenpad(Android) 

MOTOROLA moto g8(Android) 

 

・事務用 

IPv4/ 

IPv6 

GW ルータ YAMAHA RTX830 ・ルーティング 

 

IPv4/ 

IPv6 

FW 装置 YAMAHA FWX-120 ・ファイウォール 

 

 

IPv4 スイッチ BUFFALO BS-GS2008P ・スイッチング 
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設定 機器等 仕様例 備考 

IPv4 無線ルータ BUFFALO WSR-2533DHP3-BK ・ネットワークカメラの無線接

続 

IPv4 無線アクセスポイン

ト 

BUFFALO WAPS-1266 ・ネットワークカメラの無線接

続 

IPv4 有線ネットワークカメ

ラ 

I/O データ TS-NA220 ・構内監視 

 

IPv4 無線ネットワークカメ

ラ#1 

I/O データ TS-NA220W ・構内監視 

 

IPv4 無線ネットワークカメ

ラ#2 

ATOM ATOM Cam ・映像記録撮影 

IPv4 無線ネットワークカメ

ラ#3 

マスプロ WHC7M3/10M3 ・映像記録撮影 

IPv4 センサー内蔵温度計 T&D RTR-500BW(親機) 

T&D RTR-500BL(子機) 

 

・水温計 

・計測ログの収集 

IPv4/ 

IPv6 

NAS I/O データ HDL2-AAX16 ・構内監視映像の録画用 

IPv4/ 

IPv6 

ISP ・光ＮＥＸＴギガライン データ送受信

1Gbps  

・OCN 光「フレッツ」IPoE 標準プラン 固

定 IP 

・マルチホームなし 

 

・インターネット接続 

IPv4 

 

メールサービス GMO メールサービス 

 

・メール 

IPv4/ 

IPv6 

ホスティングサービ

ス 

GMO 専用サーバ ・動画配信 

 

 

そして、IPv6 対応するために行った各機器への設定内容を示す。 
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(1) FW 装置の設定 

項番 設定内容の詳細 

1 【基幹ネットワークのファイアウォール設定】 

ipv6 filter 200000 pass * * icmp6 * * 

ipv6 filter 200001 pass * * tcp * ident 

ipv6 filter 200002 pass * * udp * 546  

ipv6 filter 200098 reject * * * * * 

ipv6 filter 200099 pass * * * * * 

ipv6 filter dynamic 200080 * * ftp 

ipv6 filter dynamic 200081 * * domain 

ipv6 filter dynamic 200082 * * www 

ipv6 filter dynamic 200083 * * smtp 

ipv6 filter dynamic 200084 * * pop3 

ipv6 filter dynamic 200085 * * submission 

ipv6 filter dynamic 200098 * * tcp 

ipv6 filter dynamic 200099 * * udp 

pp select 1 

ipv6 pp secure filter in 200000 200001 200002  

ipv6 pp secure filter out 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200085 

200098 200099 

pp enable 1 

tunnel select 1 

 ipv6 tunnel secure filter in 200110 

tunnel enable 1 
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(2) IoT 機器の設定 

項番 設定内容の詳細 

1 【ネットワークカメラ＃1～3 の設定】 
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項番 設定内容の詳細 

2 【NAS の設定（IPv4）】 

 

 

【NAS 設定（IPv6）】 
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(3) クラウド環境の設定 

外部クラウドサービス（ConoHa VPS）に動画配信サービスを構築し、クラウドの仮想環境で IPv6 の有効

化設定を行う。その他、ドメイン指定で仮想環境に接続できるように、DNS サービスに仮想環境の IPv6

アドレスを正引き登録する。 

 

項番 設定内容の詳細 

1 【IPv6 アドレスの有効化設定】 

ネットワーク設定で IPv6 を利用可能にする。 

「ルータ＋スイッチ」を作成する。 

 名前：任意の名称 

 ルータ：「はい」 

 IPv6 アドレス：「有効」 

 その他はデフォルトを指定する。 

 

※「IPv6 の逆引き設定」は必須ではないため、設定なし。 

※参考 

https://manual.sakura.ad.jp/cloud/network/switch/ipv6.html 

・IPv6 の使用を開始する 

・IPv6 アドレスに逆引き DNS を設定する 

2 【クラウド環境のファイアウォール設定】 

・「WEB ポート」の IPv4 アクセスを有効化する。 

・「WEB ポート」の IPv6 アクセスを有効化する。 

 ※アクセス制御で指定できるポートは限定されている（Telnet、WEB、RDP 等） 

詳細なパケットフィルタを行う設定は、クラウドサービス上に存在していない。 

 

3 ConoHa VPS に割り振られた IPv6 アドレスを、DNS に正引き登録する。 
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5.2.6 試験 

 

本ユースケースで実施した内容と結果を示す。 

 

5.2.6.1 実証内容と結果 

 

1. ネットワークレベルの検証 

 

5.2.5 にしたがって構築した実証環境において、一般業務と IoT システムが無線および有線それぞれのネ

ットワーク上で、問題なく利用できるか検証した。 

一般業務における検証では、WEBサービスやメール等のインターネット利用、複合機等のOA機器の利用、

ネットワーク上に存在する情報資産（NAS）の利用といった一般的な業務について検証した。また、社内のセ

キュリティシステムの一部であるウイルス対策管理サーバや WSUS サーバ、勤怠管理に利用する静脈認証

端末、および固定 IPv4 アドレスでアクセス制限を行っているクラウド上のグループウェアサービスに対しても、

IPv6 を適用した環境で正常に利用できるか検証した。 

IoT システムにおける検証では、社内ネットワーク上で稼働している IoT 機器に対する疎通性と動作の正

常性を検証した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 2 件、

IPv6 対応における留意事項が 2 件発生した。 

 

(1) 一般業務における検証について 

IPv4 の経路（ルータおよび回線）と、IPv6 の経路（ルータおよび回線）は IPoE 接続により１回線（１プロバイダ）に

統合された状態でインターネットに接続し、接続先の IPv6 対応状況で、通過する経路が切り替わる設計である。 
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図 5.2.6-1 IPv4 経路と IPv6 経路 

 

① 疎通確認 

各機器に対して ping を実行し、通信経路に問題ないことを検証する。 

また、IPv4/IPv6 が混在する「実証実験ネットワーク」末端のスイッチングハブより IPv4 のみの「基幹ネット

ワーク」にアクセスすることが可能か、ping を実行して VLAN の通信経路を検証する。 

 

② 通常業務を想定した WEB サービスやメール等のインターネット利用 

WEB サービスやメール等へインターネット接続し、コンテンツが利用できることを検証する。 

また、VLAN で切り分けられた基幹ネットワークからインターネット接続ができることを検証する。 

 

③ 通常業務を想定した社内ネットワーク機器の利用 

IPv4 と IPv6 を VLAN で分離させた環境において、IPv4 機器である複合機、ウイルス対策サーバ、静脈認

証端末および IPv6 機器である NAS を正常に利用できるか検証する。 

 

 

上記①から③のシナリオを実施した結果の内、主要な結果を以下に示す。 
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① 疎通確認の検証結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サ

ービス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

GW ル ー

タ、FW 装

置 

IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

2 ノート PC 

 

無線 IPv6

優先 

外部 IPv6

サーバ 

IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

3 ノート PC 
 

無線 IPv6

優先 

NAS IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

4 ノート PC 

 

無線 IPv6

優先 

GW ル ー

タ、FW 装

置 

IPv4 基幹ネットワーク側のポート

に接続した状態で、接続先

に対し ping を実行する 

ping が通る NG 

 

【#1 の補足】 

ＧW ルータ、FW 装置へ IPv6 で ping の応答を受信できることを確認した。 

 

図 5.2.6-2 IPv6 で ping 応答あり（GW ルータ） 

 

図 5.2.6-3 IPv6 で ping 応答あり（FW 装置） 
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【#2 の補足】 

外部サイト（www.google.com）へ ping 実行した場合も応答が返ってくることを確認した。 

 

図 5.2.6-4 IPv6 で ping 応答あり（外部サイト） 

 

【#3 の補足】 

NAS へ ping 実行した場合も応答が返ってくることを確認した。 

 

図 5.2.6-5 IPv6 で ping 応答あり（NAS） 
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【#4 の補足】 

基幹ネットワークの GW ルータ、FW に対して ping を実行すると、タイムアウト発生の中、まれに応答が返る

ような実行結果が不安定になる現象が発生した。 

 

図 5.2.6-6 VLAN で IPv4 の ping 応答が不安定（２回タイムアウト後、２回応答あり） 

 

本件は、実験ネットワークに VLAN を構築したスイッチの MAC アドレス学習方式(SVL 方式59)が関係してい

た。FW 装置側はポートベース VLAN であり、LAN 側の４ポートが全て同一の MAC アドレスで構成されて

いる。（機器仕様上、ポート毎に異なる MAC アドレスは設定できない） 

 

実証実験ネットワークと FW 装置を接続していたスイッチは、MAC アドレスの学習方式が SVL であるため、

LAN ポート間で同一の MAC アドレスをもつ FW 装置に対して、意図したポートにパケット送出できていな

かった。 

  

 
 
59 Shared VLAN Learning。学習した MAC アドレスを、全ポートで共有する方式。 
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図 5.2.6-7 SVL 方式による MAC アドレス学習結果の例 
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この対策として、FW 装置と接続する該当のスイッチを、IVL 方式60の機器に置き換えることにより、VLAN 間

の通信が安定することを確認した。 

 

 

図 5.2.6-8 IVL 方式による MAC アドレス学習結果の例 

 
 
60 Independent VLAN learning。学習した MAC アドレスを、各ポートで独立して記憶する方式。 
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② WEB サービスやメール等のインターネット利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サービス 

IPv4 実証実験ネットワークに接続

した状態で、GMO メールサ

ービス経由でメール送受信

を行う 

メールの送受信ができる OK 

2 デスクトッ

プ PC 

(Mac) 

有線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サービス 

IPv4 実証実験ネットワークに接続

した状態で、GMO メールサ

ービス経由でメール送受信

を行う 

メールの送受信ができる OK 

3 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv6  実証実験ネットワークに接続

した状態で、 

https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

WEB サイトへアクセスでき、

かつ IPv4 アドレスと IPv6 ア

ドレスが表示される 

OK 

4 デスクトッ

プ PC 

(Mac) 

有線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv6  実証実験ネットワークに接続

した状態で、 

https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

WEB サイトへアクセスでき、

かつ IPv4 アドレスと IPv6 ア

ドレスが表示される 

OK 

5 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

WEB サー

ビス 

IPv4 実証実験ネットワークに接続

した状態で、WEB サービス

（グループウェア）へアクセス

する 

正常にアクセスでき、提供機

能が正常に利用できる 

OK 

6 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv4 VLAN（基幹ネットワーク）に

接続した状態で、 

https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

WEB サイトへアクセスでき、

かつ IPv4 アドレスのみが表

示される 

OK 

7 ス マ ー ト

フォン 

(Android) 

無線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv4 ゲスト用 Wi-Fi に接続した状

態で、 

https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

WEB サイトへアクセスでき、

かつ IPv4 アドレスのみが表

示される 

 

 

OK 

8 タブレット 

(iOS) 

無線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv4 ゲスト用 Wi-Fi に接続した状

態で、 

https://ipv6.test-ipv6.com/

へアクセスする 

WEB サイトへアクセスでき、

かつ IPv4 アドレスのみが表

示される 

OK 
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【#3,4 の補足】 

Windows および Mac 端末から IPv6 アドレスでアクセスできることを確認した。 

 

図 5.2.6-9 IPv6 でインターネット接続可能 

 

【#5 の補足】 

IPｏＥ接続においても、プロバイダから提供された固定IPv4アドレスを使用し、WEBサービスへアクセスでき

ることを確認した。その後、異なるプロバイダからインターネット接続を行っている状態で WEB サービスに接

続したとき、アクセス不可であることを確認した。 

 

図 5.2.6-10 WEB サービスへアクセス不可 
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【#6 の補足】 

VLAN 内の IPv6 アドレスが無効な環境においても、IPv4 アドレスのみでアクセスできることを確認した。 

 

図 5.2.6-11 IPv4 でインターネット接続可能(VLAN 環境) 

 

【#7, 8 の補足】 

IPv6 アドレスが無効なゲスト用 Wi-Fi 環境においても、モバイル端末が IPv4 アドレスのみでアクセスできる

ことを確認した。 

 

図 5.2.6-12 ゲスト用Wi-Fi 環境でインターネット接続可能 

（左：Android 端末、右：iOS 端末） 
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③ 社内ネットワーク機器の利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

複合機 IPv4 印刷処理を実行する ネットワーク経由の印刷が

正常に行える 

OK 

2 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

NAS IPv6 ユーザ認証を実行し、ファイ

ル参照する 

ユーザ認証が正常に行わ

れ、ファイル参照が行われる 

OK 

3 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

WSUS サ

ービス 

IPv4 WSUS 管理アプリケーション

の画面を参照する 

WSUS 管理アプリケーション 

が正常に稼働している 

OK 

4 ノート PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

ウ イ ル ス

対 策 管 理

サービス 

IPv4 ウイルス対策管理アプリケ

ーション画面を参照する 

ウイルス対策管理サービス

が正常に稼働している 

OK 

5 デスクトッ

プ PC 

(Windows) 

有線 IPv6

優先 

共 同 レ ジ

精 算 シ ス

テム 

IPv4 専用アプリケーションを起動

し、売上データのメール配信

を実行する 

メール配信が正常に実行で

きる 

OK 

6 デスクトッ

プ PC 

(Windows) 

無線 IPv6

優先 

静 脈 認 証

端末 

IPv4 

想定 

専用アプリケーションを起動

し、勤怠データのバックアッ

プ処理を実行する 

勤怠データのエクスポート処

理が正常に実行できる 

OK 

7 クレジット

カ ー ド 端

末 

有線 IPv4

想定 

クレジット

カードサー

ビス 

IPv4 クレジットカードの決済処理

を行う 

決済処理が正常に実行でき

る 

OK 
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【#2 の補足】 

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをそれぞれ指定し、ユーザ認証とファイル参照が正常に行われることを確認し

た。 

 

図 5.2.6-13 NAS のファイル参照（IPv4 アドレス指定）のイメージ 

 

 

図 5.2.6-14 NAS のファイル参照（IPv6 アドレス指定）のイメージ 
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(2) IoT システムにおける検証について 

① IoT 機器の疎通、基本機能確認 

基幹ネットワークおよび実証実験ネットワークに設置された IoT 機器の通信経路と基本機能の確認を行う。クラ

イアント端末から各種 IoT 機器の管理画面へアクセスし、基本機能を正常に利用可能か検証する。管理画面を

持たない IoT 機器については、ping を実行して通信経路を確認する。これらの試験結果を以下に示す。 

 

 ①IoT 機器の疎通、基本機能確認の結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 有線 IPv6 

優先 

ネットワー

クカメラ 

IPv4 WEB ブラウザで管理画面に

アクセスし、ライブ配信映像

を参照する 

ライブ映像が管理画面上で

参照できる（映像が途切れ

ずに配信されている） 

OK 

2 ネ ッ ト ワ

ークカメラ 

有線 IPv4 NAS IPv4 ネットワークカメラの NAS 録

画機能を実行する 

ネットワークカメラのライブ映

像が NAS 上に録画保存され

る 

OK 

3 ノート PC 有線 IPv6 

優先 

セ ン サ ー

内 蔵 温 度

計親機 

IPv4 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

4 既 存 ネ ッ

トワークカ

メ ラ （ 親

機） 

有線 IPv4 アップデー

トサービス 

IPv4 本体のソフトウェアアップデ

ートを実行する 

最新のアップデートが検出さ

れる 

OK 
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【#1 の補足】 

WEB ブラウザ上でネットワークカメラのライブ映像が正常に参照できることを確認した。 

 

図 5.2.6-15 ネットワークカメラのライブ映像参照結果 
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【#2 の補足】 

ネットワークカメラの NAS 録画機能が正常に参照できることを確認した。 

 

 

図 5.2.6-16 NAS 録画映像の再生結果 
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【#4 の補足】 

既存ネットワークカメラ(親機)のソフトウェアアップデート機能が利用可能であることを確認した。 

 
図 5.2.6-17 既存ネットワークカメラのソフトウェアアップデート 

（左：ネットワーク未接続、右：ネットワーク接続後） 
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2. LAN 内アプリケーションレベルの検証 

 

5.2.5 にしたがって構築した実証環境において、B 社の職員がリモートワーク等で外部から IoT 機器の利用を想

定した場合、IPv6環境を適用したネットワークでどのような影響を受けるかを検証した。検証には、モバイル端

末で利用可能なベンダ提供のアプリケーションを使用した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 2 件発

生した。 

 

（1） 業務アプリケーションにおける検証について 

① ネットワークカメラの動作検証 

各種ネットワークカメラに対して、イントラネット向けのビューワーアプリケーション（Ｗｉｎｄｏｗｓ端末で動作）、

インターネット経由でアクセス可能なビューワーアプリケーション（Ａｎｄｒｏｉｄ，iOS 端末で動作）、それぞれを

用いてアプリケーションの動作を検証した。 

まずイントラネット用のビューワーアプリケーションでライブ配信映像が参照できることを確認し、その後、イン

ターネット経由でライブ配信映像を参照できるか検証した。 

 

② NAS のリモートアクセス検証 

NASに対して、インターネット経由でアクセス可能なビューワーアプリケーション（Ａｎｄｒｏｉｄ，iOS端末で動作）

を用い、IPv6 環境におけるアプリケーションの動作を検証した。 

 

③ センサー内蔵温度計のクラウドサービス連携の検証 

センサー内蔵温度計がインターネットを経由して送信している計測データを、IPv6 環境のＰＣからクラウドサ

ービスにアクセスし、問題なく参照できるか検証した。 

 

上記①から③のシナリオを実施した結果の内、主要な結果を以下に示す。 
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① ネットワークカメラの動作検証の結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

有線ネット

ワークカメ

ラ、無線ネ

ットワーク

カメラ#1 

IPv4 ビューワーアプリケーション

「Qwatch Monitor」を実行す

る 

ライブ映像が正常に参照で

きる 

OK 

2 ス マ ー ト

フォン 
 

無線 IPv6

優先 

無線ネット

ワークカメ

ラ#1 

IPv4  ビューワーアプリケーション

「Qwatch View」を実行する 

ライブ映像が正常に参照で

きる 

OK 

3 ス マ ー ト

フォン 

無線 IPv6

優先 

無線ネット

ワークカメ

ラ#3 

IPv4 ビューワーアプリケーション

「iHomeCam」を実行する 

ライブ映像が正常に参照で

きる 

OK 

4 ス マ ー ト

フォン 

無線 IPv6

優先 

無線ネット

ワークカメ

ラ#2 

IPv4  ビューワーアプリケーション

「ATOM」を実行する 

ライブ映像が正常に参照で

きる 

OK 
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【#1 の補足】 

ノート PC でネットワークカメラのライブ映像が参照できることを確認した。 

 

図 5.2.6-18 ビューワーアプリケーション実行結果（Qwatch Monitor） 

 

【#2～4 の補足】 

スマートフォンで各種ネットワークカメラのライブ映像が参照できることを確認した。 

 

図 5.2.6-19 ビューワーアプリケーション実行結果 

（左：Qwatch View、中：iHomeCam、右：ATOM） 
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② NAS の動作検証の結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ス マ ー ト

フォン 

無線 IPv6

優先 

NAS IPv6 

想定 

ビューワーアプリケーション

「RFFiles」を実行する。 

ストレージ内の動画ファイル

が正常に参照できる。 

NG 

 

【#1 の補足】 

スマートフォンから NAS へのリモート接続が可能であることを確認した。 

下図の左から、リモート接続前の状態、接続中の状態、接続完了の状態となる。 

 

図 5.2.6-20 NAS のリモート接続結果1（左：接続前、中：接続中、右：接続完了） 

 

更にフォルダツリーを展開し、ファイル一覧より選択した動画ファイルが再生可能であることを確認した。 
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図 5.2.6-21 NAS のリモート接続結果2（左：ファイル選択、右：動画ファイル再生） 

 

スマートフォンから NAS へのリモート接続のおける FW 装置の通信ログを確認した結果、IPv6 想定であったが、IPv4

で通信されていることがわかった。そのため、サポートへ問い合わせを行ったところ、NASのビューワーアプリケーション

は IPv6 に対応していないことがわかった。 
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③センサー内蔵温度計のクラウドサービス連携の検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

セ ン サ ー

内 蔵 温 度

計クラウド

サービス 

IPv4  センサー内蔵温度計のクラ

ウドサービス 

「おんどとり WEB Storage」

にアクセスする。 

https://ondotori.webstorage.

jp/ 

ログデータが正常に参照で

きる。 

OK 

 

【#1 の補足】 

センサー内蔵温度計の計測データをクラウドより参照できることを確認した。 

 

図 5.2.6-22 クラウドサービスのログ参照結果 
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3. WAN 越しアプリケーションレベルの検証 

 

外部システム・商用サービスとして提供されているクラウドサービス上に構築した環境において、自社サー

ビスの IPv6 対応する際、どのような影響があるかを検証した。 

結果として、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 1 件、

IPv6 対応における留意事項が 1 件発生した。 

今回の実証実験で利用したクラウドサーバ、「ConoHa VPS」については、実証試験用に新規構築した仮想環境

で、Windows Server が動作している。本環境に環境構築を行い、一般ユーザ向けの動画配信サービスの IPv6 対応

を行った。①のシナリオでは、VPS の管理機能を IPv6 で利用できるか検証した。②のシナリオでは、インターネット

にあるクラウドサービスを IPv6 で利用できるか検証した。③のシナリオでは、アクセス解析ツールを利用して、一般

ユーザの IPv6 利用状況の分析を行った。検証範囲を図5.2.6-23 に示す。 

 

 

図 5.2.6-23 クラウドサービスの検証イメージ図 
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（2） 業務アプリケーションにおける検証(クラウド)について 

① クラウドサービス管理機能の検証 

クラウドサーバ上の管理機能が問題なく利用できるか検証する。実験の結果、クラウドサーバ自

体はIPv6対応していたが、管理機能についてはIPv4接続のみであることが分かった。そのため、

本項目の検証は IPv6 環境において、IPv4 接続で正常に動作するかという観点とした。 

 

② 一般ユーザによるクラウドサービス利用の検証 

一般ユーザの端末からクラウドサーバにアクセスし、クラウドサーバ上に構築した動画配信サービ

スが問題なく利用できるか検証する。 

 

③ 一般ユーザの端末における IPv6 利用状況の確認 

②の検証において、一般ユーザにおける IPv6 適用状況を確認するため、アクセス解析ツールで

ある「Google Analytics」を用いて情報を収集する。ＩPv4 と IPv6 それぞれのユーザ数、ブラウザ、

OS 等、プラットフォームの分布傾向や、コンテンツの取得速度による性能差など、プロトコルによ

る違いがどの程度あるのか、アクセスログを参照して傾向を調査する。 

 

上記①から③のシナリオを実施した結果の内、主要な結果を以下に示す。 

 

① クラウドサービス管理機能の検証結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS  

IPv6 

想定 

コマンドプロンプトで、 

nslookup manage.conoha.jp 

を実行する 

IPv6 アドレスが表示される NG 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 コントロールパネルのログイ

ン画面を表示する 

認証情報を入力後、ログイ

ンできる 

OK 

 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 IPv4 の接続可能ポートを変

更する 

仮想環境が IPv4 のみ接続

可能になる 

OK 

4 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 IPv6 の接続可能ポートを変

更する 

仮想環境が IPv6 のみ接続

可能になる 

OK 

5 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 VPS を起動する 仮想環境が起動する OK 

6 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 コンソールを表示する 仮想環境のデスクトップがコ

ンソール上に表示される 

OK 

7 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 VPS をシャットダウンする 仮想環境がシャットダウンす

る 

OK 
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# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

8 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 バックアップを実行する バックアップ一覧に保存イメ

ージが表示される 

OK 

9 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 イメージ（バックアップ）をリス

トアする 

バックアップ実行時の状態

に復元される 

OK 

 

【#1 の補足】 

クラウドサーバ管理機能の接続先ドメインに対して nslookup を実行したが、IPv6 のアドレスは取得されなか

った。つまり、クラウドサーバ自体は IPv6 に対応しているが、管理機能は IPv6 に対応していないことが考え

られる。 

 

図 5.2.6-24 クラウドサーバ管理機能への nslookup 実行結果 

 

また、Windows のネットワーク設定のプロパティから、IPv6 接続を有効化した状態で IPv4 接続を

無効化した場合、想定通り管理機能へアクセスすることはできなかった。 
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図 5.2.6-25 管理機能へ IPv6 のみでアクセスした場合の実行結果 

 

【#6 の補足】 

クラウドサーバ上の VPS を起動後、仮想環境のデスクトップ画面が管理コンソール上に表示されることを確

認した。 

 

図 5.2.6-26 仮想環境のデスクトップ画面表示 
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② 一般ユーザによるクラウドサービス利用の検証 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS  

IPv6 動画配信サービスに動画を

アップロードする 

正常にアップロードできる OK 

2 ス マ ー ト

フォン、タ

ブレット 

無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 

IPv6 

動画配信サービスにアクセ

スし、動画を再生する 

実験用端末で再生できる OK 

3 ノート PC 無線 IPv6

優先 

ConoHa 

VPS 

IPv4 

IPv6 

Google Analytics のアクセス

ログを確認する 

IPv4、IPv6 別にアクセス情報

（アクセス数、環境、アクセス

速度）が集計される 

OK 

 

【#1 の補足】 

IPv6 環境においても、正常に動画をアップロードできることを確認した。 

 

図 5.2.6-27 クラウドサービスにおける動画アップロード結果 

 

【#2 の補足】 

IPv6 環境においても、正常に動画配信サービスにアクセスし、動画が再生可能であることを確認した。 
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図 5.2.6-28 動画配信用クラウドサービスのアクセス結果 

 

 
図 5.2.6-29 動画再生画面の表示結果 
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【#3 の補足】 

IPv4 と IPv6 別にアクセス情報が集計されることを確認した（以下はアクセス数、アクセス速度で抽出した例） 

 

図 5.2.6-30 Google Analytics アクセスログ確認結果 
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③ 一般ユーザの端末における IPv6 利用状況の確認 

②の実験により収集した一般ユーザのアクセス記録から以下の観点で分析を行った。 

 

1. ユーザ数 

2. アクセス速度 

3. 端末（OS）の割合 

 

クラウドサービス上に構築した動画配信サービスでは、クラウドサービスの検証期間中に計 3 回の

コンテンツ更新を実施し、一般ユーザ向けに SNS 等を通じて新着動画の公開を通知することでユ

ーザにアクセスを促した。そして、最もアクセスが集中する更新日当日のアクセス状況を取得し、

分析を実施した。 

 

【1．ユーザ数の分析結果】 

本項目においては、ユニークなユーザ数とアクセス時の IP アドレスを分析した結果、およそ 4 割

前後のユーザが IPv6 を利用していることが分かった。分析の結果を表 5.2.6-1 に示す。 

 

表 5.2.6-1 ユーザ数の分析結果 

ユーザ数の分析結果 ユニークユーザー数 IPv4/IPv6 の割合 

1 回目の動画公開時 

  

IPv4 184 55.93 % 

IPv6 145 44.07 % 

2 回目の動画公開時 

  

IPv4 262 62.68 % 

IPv6 156 37.32 % 

3 回目の動画公開時 

  

IPv4 161 58.33 % 

IPv6 115 41.67 % 

 

【2．アクセス速度の分析結果】 

本項目においては、コンテンツページの「平均ダウンロード時間」を集計、分析した。Google 

Analytics ではアクセス速度を測る指標として、「平均読み込み時間」と「平均ダウンロード時間」が

存在しているが、「平均読み込み時間」ではクライアント端末でのページをレンダリングする時間

等が含まれているため、端末の性能差による影響を受け難くするため、「平均ページダウンロード

速度」に着目して分析を行った。 

結果として、本実験環境におけるアクセス速度については、1 回目こそ差が出ているが、2、3 回

目は顕著な差は現れなかった。これは、1 回目の公開において極端にダウンロード速度の遅い端

末が 1 台存在しており、全体の平均値を押し上げていた。このような極端値による集計上の影響

を緩和するため、平均値の他に中央値も算出し、IPv4 と IPv6 それぞれの傾向を確認した。その

詳細を表 5.2.6-2 に示す。 
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表 5.2.6-2 アクセス速度の分析結果 

アクセス速度の分析結果 ページダウンロード 

時間 

（平均値） 

ページダウンロード 

時間 

（中央値） 

総ページアクセス

数 

1 回目の動画公開時 

  

IPv4 62.4 ms 16.8 ms 625 

IPv6 129.1 ms 16.5 ms 493 

2 回目の動画公開時 

  

IPv4 59.9 ms 21.1 ms 733 

IPv6 55.8 ms 24.0 ms 408 

3 回目の動画公開時 

  

IPv4 54.4 ms 18.1 ms 492 

IPv6 45.7 ms 24.6 ms 366 

 

中央値に着目した場合、IPv4 と IPv6 の差はほぼ無いという結果となった。3 回目の計測結果で

は、それぞれの中央値に若干の開きが見えるものの、時間単位を考慮すると、動画コンテンツの

閲覧といった一般的な利用方法において、体感上の差異は感じられないレベルだと言える。 

 

【3．端末（OS）の割合】 

本項目においては、「1．ユーザ数の分析結果」の補足情報として、一般ユーザの端末種別に関

しての集計結果を表 5.2.6-3 に示す。 

今回の検証の性質上、クライアント側の端末はモバイル端末である Android、iOS が中心となって

いる。この中でも、IPv4/IPv6 プロトコル毎でのプラットフォームの偏りは、特に認められない。 
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表 5.2.6-3 端末の割合の分析結果 

端末の割合の分析結果 OS ユーザ数 IPv4/IPv6 の割合 

1 回目の動画公開

時 

  

IPv4 Android 84  25.53 % 

iOS 94 28.57 % 

Windows 6 1.82 % 

Mac 0 --- 

Linux 0 --- 

IPv6 Android 70 21.28 % 

iOS 67 20.36 % 

Windows 8 2.43 % 

Mac 0 --- 

Linux 0 --- 

2 回目の動画公開

時 

  

IPv4 Android 101 24.16 % 

iOS 127 30.38 % 

Windows 27 6.46 % 

Mac 6 1.44 % 

Linux 1 0.24 % 

IPv6 Android 63 15.07 % 

iOS 76 18.18 % 

Windows 11 2.63 % 

Mac 6 1.44 % 

Linux 0 --- 

3 回目の動画公開

時 

  

IPv4 Android 64 23.19 % 

iOS 81 29.35 % 

Windows 14 5.07 % 

Mac 2 0.72 % 

Linux 0 --- 

IPv6 Android 51 18.48 % 

iOS 57 20.65 % 

Windows 2 0.72 % 

Mac 2 0.72 % 

Linux 0 --- 

 

これらの分析結果より、IPv4 と IPv6 で通信されていることが記録されていることから一般ユーザに

おいて IPv6 が浸透してきていることがわかった。また、ページダウンロード時間の観点では IPv4

と IPv6 の速度差はミリ秒単位であるため、体感での違いはなかった。IPv6 はオーバヘッドの懸念

があったが、IPv4 と同等の品質で通信できることを確認した。 
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5.2.6.2 課題と対応 

 

本検証にて発生した課題を整理した結果、機器やサービスが仕様により IPv6 に対応していない課題、IPv6 対応

を進める中で考慮不足が起因して発生した課題(構築時の Tips)に分かれることを確認した。 

そのため、以下に示す2つの観点から本検証にて発生した課題と対応の事例を「【付録1】課題管理表：中小企業

B」に示す。 

 

（1） 機器/サービス仕様における課題 

本検証において導入しようとした IPv6 対応を謳う機器/サービスの内、本検証では、IPv6 の利用可否が確認で

きず、機器メーカのサポート等に確認した結果、IPv6 対応が十分でないことが判明した課題と対応の事例を示

す。 

 

（2） IPv6 対応における留意事項(構築時の Tips) 

本検証において実際に発生した IPv6 関連のトラブルシュート事例をもとに、IPv6 対応において普遍的に留意

すべき点を示す。 
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5.3 モデル G：中小企業 C 

 

5.3.1 ユースケース企業の紹介 

 

ユースケースを行った対象フィールドとシステム環境を紹介する。 

 

(1) フィールド紹介 

本実証試験は、新潟県にて廃棄物の収集・処理等の環境保全をはじめとした公共事業を展開してい

る中小企業（以下、C 社）で行った。A 社は複数の拠点を持ち、VPN で接続されたネットワーク構成で

ある。また、廃棄物の回収業務等において、データ連携するための収集管理システムや遠隔監視を

行うための IoT システムを活用している環境である。 

 

(2) 既存のシステム環境 

本実証試験は、C 社内で利用している一般業務システムだけでなく、C 社で利用されている IoT シス

テムや業務アプリケーション、クラウド上の動画録画サービスに対して行った。C 社のシステム環境の

仕様を示す。 

 

① ネットワーク規模/インターネットとの接続方式 

C 社の全拠点のノード数は約 50 台、サブネット数は 4 つのネットワーク構成である。全 5 拠点中 4

拠点については回線事業者が提供している VPN サービスで拠点間の基幹ネットワークを接続して

いる。また、VPN サービスが接続されている拠点のうちの 1 つは、ADSL 回線を利用しており、光回

線と混在している状態である。プロバイダは全拠点で OCN を利用し、光回線には全て IPv6 オプシ

ョンが付加されている。 

 

② 内部ネットワーク運営方法、およびサーバ運営方法/セキュリティ 

システム環境のルータ、複合機の事務機器には静的な IPv4 アドレスを設定して運用している。 

PC については、拠点によりポリシーが異なり、20 台以上の PC が存在する拠点では DHCP で設

定、10 台未満の拠点では静的設定としている。インターネット接続には GW ルータを設置、同ルー

タのファイアウォール（以降 FW）機能により、外部からのトラフィックを制御している。FW 機能の設

定ポリシーは、デフォルトで適用されるセキュリティレベルであり、一般業務で利用される WEB

（HTTP、HTTPS、DNS）やメール（POP3、SMTP）の利用に必要な通信を許可している。また、メー

ルサーバは外部サービス（OCN）を利用している。 
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5.3.2 要件定義 

 

C 社の内部環境を IPv6 対応するにあたり、要件定義の工程として 5 つのプロセスに沿って作業を行った。

まず、1 つ目の「現状の把握」として既存環境で利用している機器やサービスを可視化し、現行システムを整

理した。続いて、2 つ目の「移行方式の明確化」では IPv6 環境へ移行するための方式を定めた。そして 3 つ

目の「移行対象の明確化」では現行システムの内、IPv6 対応する機器やサービスを明確にした。また 4 つ目

の「IPv6 対応状況の確認」では移行対象の機器やサービスが IPv6 に対応しているか確認を行った。最後に

5 つ目の「導入方針の策定」では機器やサービスの IPv6 対応状況に基づき、IPv6 化に向けた導入方針を

策定した。 

 

(1) 現状の把握 

現行システムを把握するため、ネットワーク構成図を作成し、システムの可視化を行った。ネットワーク構

成図のアウトプットイメージを図 5.3.2-1 に示す。 

 

 
図 5.3.2-1 ネットワーク構成図イメージ 
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(2) 移行方式の明確化 

本ユースケースにおいては基幹ネットワーク内の機器全般に IPv6 を適用するため、何らかの制約で

IPv6 に移行できない機器/サービスについて、既存環境へ影響を与えない範囲で移行する方針とした。

尚、既存の収集管理システムが稼働する基幹ネットワークから独立したネットワークについてはユーザの

業務へ影響が大きいため、本実証試験では移行の対象外とし、実験用に IPv6 に対応した収集管理シ

ステムを拠点 A に新たに構築し、各拠点からこの収集管理システムと連携することを前提とした。 

基幹ネットワークの IPv6 対応をするにあたり、IPoE 非対応であるルータ、回線事業者提供の VPN サー

ビス、収集管理システム等、これらを IPv6 に対応している機器/サービスへ移行した上で、社内ネットワ

ーク全体の IPv6 対応を実施することとした。 

VPN サービスについては、回線事業者が提供している上位サービスで IPoE 接続に対応しているものが

存在したが、拠点内では IPv6 が利用できないことを確認したため（詳細は後述の 5.3.5(2)に記載）、自

営ルータの VPN 機能を利用して拠点間を接続する方針とした。 

また、既存環境で利用しているメールサービスや、売上管理や電子入札といった既存の業務アプリケー

ションについては、事前調査の結果、IPv4 のみの対応であることを確認したため、これら既存のシステム

については現行運用を可能とする必要があるため、IPv4/IPv6 の両方が利用可能なデュアルスタック方

式を採用した。 

 

（3）～(5) 移行対象の明確化、IPv6 対応状況の確認、導入方針の策定 

要件定義における作業プロセス(3)～(5)を実施するにあたり、機器等一覧を作成し、作業結果を記載し

た。機器等一覧のアウトプットイメージを表 5.3.2-1 に示す。 

 

表 5.3.2-1 機器等一覧イメージ 

既存/ 

新規 
機器等 

機器 

メーカ等 
機器名等 移行対象 

IPv6 対応 

状況確認 
導入方針 

既存 GW ルータ NEC 
PR-300NE 

(拠点 A：A-2) 
- 対象外 変更不要 

新規 GW ルータ BUFFALO 

WSR-3200AX4S-

BK 

(拠点 B) 

○ IPv6 対応 新規 

新規 VPN ルータ YAMAHA 

RTX830 

(拠点 A：A-1、拠

点 C～E) 

○ IPv6 対応 新規 

既存 スイッチ Cisco SG110-16 ○ 
対象外 

(L2 機器のため) 
変更要 

新規 
無線アクセ

スポイント 
Cisco Meraki GR60 ○ IPv6 未対応 

新規 

(L2 透過) 

新規 
無線アクセ

スポイント 
Cisco Meraki HW30H ○ IPv6 対応 

新規 

(L2 透過) 
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既存/ 

新規 
機器等 

機器 

メーカ等 
機器名等 移行対象 

IPv6 対応 

状況確認 
導入方針 

既存 複合機 Brother HL-L2375DW ○ IPv6 対応 変更要 

既存 
ファイルサー

バ 
Fujitsu TX1320 M4 ○ IPv6 対応 変更要 

新規 DB サーバ Fujitsu TX1310 M3 ○ IPv6 対応 新規 

新規 
無線ネットワ

ークカメラ 
Cisco Meraki MV12WE ○ IPv6 未対応 新規 

新規 
無線ネットワ

ークカメラ 
AXIS M1045-LW ○ IPv6 対応 新規 

新規 NAS IO-DATA HDL2-AAX2 ○ IPv6 対応 新規 

既存 ISP OCN 光 
フレッツ IPoE 標準

プラン 
○ IPv6 対応 変更要 

新規 
LTE 通信

SIM 
NTT ドコモ 

Docomo Xi ギガラ

イトプラン 
○ IPv6 対応 新規 

新規 
収集管理シ

ステム 
JEMS 環境将軍 R ○ IPv6 対応 新規 

既存 
メールサー

ビス 

NTT コミュ

ニケーショ

ンズ  

Biz メール&WEB ○ IPv6 未対応 変更不要 

新規 
クラウドサー

ビス 
Cisco Meraki Dashboard ○ IPv6 対応 変更不要 
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5.3.3 スケジュール計画 

 

つぎに、IPv6 対応のスケジュールを計画する。本ユースケースで作成したスケジュールのイメージを図

5.3.3-1 に示す。ポイントは 3 点である。 

1 点目は、環境構築において既存 ISP の切り替えおよび拠点 VPN の構築に伴う VPN ルータの導入はネ

ットワークの不通による現存機器への影響を調査した上で、最も影響が少ない時間帯を選択して実施した。 

2 点目は、IPv6 対応はレイヤー3（インターネットプロトコル）への影響が大きいため、ネットワークレベルの

検証とアプリケーションレベルの検証を分け、段階的に検証したことである。また、ネットワークレベルの検証

を「一般業務における検証」と「IoT システムにおける検証」、アプリケーションレベルの検証を「業務アプリケ

ーションにおける検証」と「業務アプリケーション（クラウド）における検証」に分割した。段階的に検証すること

で、課題発生時の原因究明を行いやすくなる。 

3 点目は、試験結果の評価を検証ごとに行ったことである。検証ごとに課題を解決することができ、後続で

の手戻りが発生しにくくなる。 

 

 

図 5.3.3-1 スケジュールイメージ(中小企業 C) 
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5.3.4 設計 

 

本ユースケースでは、内部環境に IPv4 環境を残す必要があるため、デュアルスタック環境の構築を目指

した。設計の方針を大きく 3 つ定めた。 

① 複数拠点に対して IPv6 対応を展開すること 

② 拠点間 VPN の IPv6 対応を行うこと 

③ IoT システム、業務アプリケーションの IPv6 対応を行うこと 

 

①について、各拠点の基幹ネットワークの機器全体に対して、可能な範囲で IPv6 対応を実施した。具

体的には、新規に導入するルータ機器の DHCP により、基幹ネットワークに接続されている PC 端末、

一般業務でファイル共有を行うための既存ファイルサーバ、複合機など一般業務で使用する機器全

般に IPv6 を適用する方針とした。 

但し、その中でも IPv6 に移行できない機器、外部サービス等が存在しており、移行できる部分と移行

できない部分を以下の通り、整理した。 

 

【IPv6 に移行できない部分】 

・ 一般業務で利用する外部サービス（メールサービス等） 

・ IPv4 のみ対応の一部機器（既存の Network Attached Storage (以下、NAS）) 

・ 拠点間を接続する既存の VPN サービス 

 

【IPv6 に移行できる部分】 

・ 基幹ネットワーク、ファイルサーバ、複合機等の事務機器 

・ 新規導入する IoT システム（NAS、ネットワークカメラ） 

・ 新規導入する業務アプリケーション（収集管理システム） 

・ 新規構築する IoT システム向けクラウドサービス 

 

②について、既存の VPN サービスが IPv4 のみの対応であること、また拠点間を IPoE で接続する上

位のサービスに移行した場合においても、IPv6 の適用は回線事業者が提供する拠点間接続用の専

用回線網内に限定され、拠点内部での通信は IPv4 のみに制限されるサービス仕様であった。このた

め、拠点間の VPN 接続を、回線事業者が提供する VPN サービスから、自営ルータの VPN 機能を利

用したインターネット VPN を行う方式とし、既存サービスに依存しない形で VPN 接続を実現する方針

とした。 

インターネット VPN への移行では、拠点間を IPv6 で接続するために必要な設定を自営ルータに施

す必要があった。 
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一例として、IPv6 のグローバルユニキャストアドレスを用いて接続する場合、プロバイダから配布され

るグローバルユニキャストアドレスはプレフィックスが半固定である。そのため、IPv6 アドレスのプレフィ

ックス変化時にも追従できるようにダイナミック DNS61を利用するための設定を行う必要があった。その

他、IPv6 接続の拠点間ルーティング設定、IPv6 におけるインターネット接続においてセキュリティを維

持するためのパケットフィルタ設定等が必要であったため、VPNルータは信頼性の高い機器を選定し

た上で、VPN 接続による拠点間ネットワークを構築した。 

 

③について、カタログにて IPv6 対応と明記されたネットワークカメラ等の IoT システムを新たに選定し、

IoT システムの通信が IPv6 で行われる環境を構築する方針とした。 

一部 IPv4 のみ対応の機器（ネットワークカメラ）もあったが、連携するクラウドサービスが IPv6 対応して

いたため、クラウドサービスを介すことで、IPv6 対応の範囲を拡張することが可能か検証する方針とし

た。 

 

【IPv6 に移行できない仕様の機器/サービス】 

業務アプリケーション（収集管理システム）についてはクラウド版とオンプレミス版の選択肢があり、導

入および保守といった運用面の利便性から、当初はクラウド版を選定する方針としたが、クラウド版の

クラウドサーバが IPv4 のみ対応であることが判明したため、クラウド版の導入は見送ることとした。 

オンプレミス版では IPv6 環境で利用可能であったため、オンプレミス版の収集管理システムを導入す

る方針とした。 

 

これらの①～③に関する機器/サービスの選定において発生した課題、検討した内容の詳細については、

5.3.5 に記載する。 

  

 
 
61 IP アドレスが頻繁に変わるホストに固定的にドメイン名を割り当て、アドレス変更に即座に追随して DNS 情報

を更新するシステム。また、その仕組みを利用して提供される動的な DNS サービス。 
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続いて IPv6 対応するための方式設計を行った。本ユースケースにおいて、現行の IPv4 シングルスタック

環境を構成する各要素に対する方式設計のポイントを以下に示す。 

 

(1) 有線接続のノート PC 

① 要素説明 

基幹ネットワークにおいて、インターネットの利用(WEB サービス利用やメール等)、複合機での印刷

等の一般業務を行うための有線接続クライアント PC（Windows）である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレス/デフォルトゲートウェイについて 

IPv6 アドレスは DHCPv6 を採用する。ルータの仕様により、プレフィックス部のみ DHCPv6 で割

り当てるステートレス方式とする。 

・IPv4アドレス…拠点毎にDHCP または静的アドレスによる手動設定いずれかで統一(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…RA による自動設定 

 

(b) DNS サーバについて 

指定する IPv6 アドレスは DHCPv6 で割り当てる方式とする。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

   

③ 特記事項 

特になし。 

 

(2) 有線接続のデスクトップ PC 

既存の収集管理システムを利用するための有線接続クライアント PC である。 

別回線のネットワークに接続されており、基幹ネットワークからは切り離されているため、今回の実証

実験では本デスクトップ PC は検証の対象外とする。 

 

(3) 有線接続の OA 機器（複合機） 

① 要素説明 

一般業務で使用する有線接続の複合機である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 
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既存の設定を踏襲し、IPv4 の静的アドレスと設定する。 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

③ 特記事項 

特になし。 

 

(4) インターネット接続を制御する GW ルータ 

① 要素説明 

インターネット回線の接続、IPv4/IPv6 通信のルーティングを構築するための機器である。 

 

② 方式設計 

方式設計の方針に従い、既存の GW ルータに代わり、かつルータ側でインターネット VPN を構築可

能な新たな GW ルータ（VPN ルータ）を導入する。VPN ルータは IPoE 接続に対応した機器を選定

し、IPv4 と IPv6 のデュアルスタックの回線を用意する。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…設定なし(内部管理用のアドレスは手動設定) 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定 

 

(b) プロバイダ認証情報について 

IPoE 接続のためルータ側でのユーザ認証は不要である。但し、ルータ設定は MAP-E で接続可

能な設定に変更する。 

 

(c) ファイアウォール機能について 

既存のネットワーク環境と同様に、ルータ側のファイアウォール機能を利用する方式とする。ファ

イアウォールのセキュリティポリシーについては、既存ルータの設定内容を踏襲する。 
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(d) インターネット VPN について 

アグレッシブモードよりセキュアであるメインモードを設定する。トンネル設定時に固定のグローバ

ルアドレスが必要なため、ULA（Unique Local Unicast Address）62を利用する。本社である拠点 A

と拠点 C～E 間の通信は、ローカルではなくオープンなため、GUA（Global Unicast Address）63で

の通信が必要である。GUA のプレフィックスは ISP から割り当てられており、変更される可能性が

あるため、FQDN で指定する。また、FQDN の名前解決に DDNS(Dynamic DNS)を利用する。通

信の流れを図 5.3.4-1 に示す。 

 

図 5.3.4-1 ULA および GUA を利用したインターネット VPN 通信の流れ 

 

③ 特記事項 

収集管理システムでは、クラウドサーバからの通信を基幹ネットワーク側に設置するデータベースサ

ーバへの通信を許可する設定が必要となる。この設定は、ルータ側のポートフォワード機能、パケット

フィルタ機能を使用して実現する。 

  

 
 
62 グローバルスコープであるが、インターネットでルーティングできない。詳細は 8 章に記載する。 
63 グローバルスコープであり、インターネットでルーティングできる。  
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(5) 社内で運用しているファイルサーバ 

① 要素説明 

C 社では、社内の情報共有のためのファイルサーバを運用している。また、同サーバは DHCP サー

バ、DNS サーバ、ActiveDirectory の認証管理サーバも兼ねている。 

 

② 方式設計 

ファイル共有を IPv6 方式で可能とするため、IPv4/IPv6 デュアルスタック方式に変更する。 

 

③ 特記事項 

現行の運用への影響を限定するため、本サーバにおける DHCP サーバ機能は IPv4 に限定し、IPv6

についてはルータ側の DHCP 機能を利用する。 

また、ActiveDirectory 管理機能については、クライアント PC が管理ドメインに参加する際に、クライ

アント PC からドメインコントローラとなる ActiveDirectory の認証管理サーバのドメイン名を名前解決

するため、パブリック DNS で名前解決できない場合は DNS サーバとして本サーバを参照できるよう、

ルータ側での設定も必要となる。 

 

(6) 収集管理システム用のデータベースサーバ（DB サーバ） 

① 要素説明 

C 社が利用する収集管理システム用のデータベースとして、新規に構築するサーバである。 

 

② 方式設計 

収集管理システムのアプリケーションとの通信を IPv4/IPv6 の両方で可能とするため、IPv4/IPv6 デ

ュアルスタック方式で設定する。 

 

③ 特記事項 

収集管理システムは、オンプレミス環境で利用する PC 版、クライドサービスを介したモバイル版、ど

ちらにおいても、システムの利用時はこの DB サーバを参照する必要がある。このため、他拠点から

収集管理システムを利用するケースでは、VPN を経由して DB サーバへアクセス可能とするルーティ

ング設定が必要となる。また、モバイル版の利用にあたっては、クラウドサービスと DB サーバ間の通

信を通過させるためのファイアウォール設定が必要となる。 
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(7) 収集管理システム用のタブレット端末 

① 要素説明 

収集管理システムのモバイル版を利用するための Android OS を搭載したタブレット機器である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

③ 特記事項 

インターネットとの接続は、SIM カードによる LTE 通信環境下で利用する。キャリア側で IPv6 の利用

が可能な場合、自動的に IPv4/IPv6 デュアルスタック構成で設定される。 

 

(8) ネットワークカメラの映像を保存する NAS 機器 

① 要素説明 

ネットワークカメラの録画データを、ファイル共有を通じて保存するためのネットワーク接続可能なスト

レージ機器である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

(b) DNS サーバ/デフォルトゲートウェイについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定(既存踏襲) 

・IPv6 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

 

③ 特記事項 

特になし。 
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(9) クラウド管理機能を持つ無線アクセスポイント 

① 要素説明 

IoT 機器を無線接続するための、クラウド管理機能が可能なアクセスポイント機器である。 

 

② 方式設計 

IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

③ 特記事項 

Cisco 社が提供するクラウドサービス（Meraki DashBoard）と連携し、WEB ブラウザで機器の稼働状

態の確認、および設定変更が可能な機器である。 

 

(10) 上記以外の IoT システム 

① 要素説明 

社内の各所に設置するネットワークカメラ等の IoT システムである。 

 

② 方式設計 

ネットワークカメラは AXIS 製と Cisco 製の 2 種類を組み合わせて構築する。 

AXIS 製のネットワークカメラは IPv6 方式に対応しているため、IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とす

る。Cisco 製のネットワークカメラは IPv6 方式に対応していないため、IPv4 シングルスタック方式とす

る。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…DHCP による自動設定（AXIS、Cisco 製ネットワークカメラ） 

・IPv6 アドレス…DHCPv6 による自動設定（AXIS 製ネットワークカメラのみ） 

 

③ 特記事項 

Cisco 製ネットワークカメラは初期状態では静的アドレスの設定が出来ない仕様であり、DHCP を前

提とした機器設計になっていることから、ネットワークカメラ全般は DHCP による自動設定に統一した。 

 

(11) 社外のメールサービス 

① 要素説明 

クライアント PC からメールの送受信（SMTP、POP）を行う外部メールサービス（MTA）である。 

 

② 方式設計 

既存メールサービスが IPv4 のみ対応のため、IPv4 シングルスタック方式のままとする。  

(a) MUA(Mail User Agent)側の設定について 

MTA(Mail Transfer Agent)の指定は FQDN で行っている。メールサービスが IPv4 のみ対応のた

め、社外の DNS では A レコードのみ応答され、IPv4 通信のみ可能となる。 



 

179 
 

③ 特記事項 

(a)MUA 側の設定について、IPv6 優先 PC の場合、DNS で名前解決した後、IPv4 通信に自動で切り

替わるため、正常に利用可能であると想定し、試験を行うこととした。 

 

(12) 映像録画サービス 

① 要素説明 

C 社が利用している、ネットワークカメラの映像を録画するクラウドサービスである。 

 

② 方式設計 

利用するクラウドサービスは、IPv6 をサポートしている通信機器の管理ポータル(Meraki DashBoard)

である。IPv6 対応のため、IPv4/IPv6 デュアルスタック方式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

（サービス提供者が払い出しているグローバルユニキャストアドレス） 

・IPv6 アドレス…同上 

 

(13) 収集管理システム用のクラウドサービス 

① 要素説明 

C 社が利用している、収集管理システムをタブレット端末等のモバイル端末から利用するためのクラ

ウドサービスである。 

 

② 方式設計 

タブレット端末から WEB ブラウザ経由で利用する。IPv6 対応のため、IPv4/IPv6 デュアルスタック方

式とする。 

 

(a) IP アドレスについて 

・IPv4 アドレス…静的アドレスによる手動設定 

（サービス提供者から払い出されたグローバルユニキャストアドレス） 

・IPv6 アドレス…同上 

 

③ 特記事項 

特になし。 
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以上を踏まえて構築した、IPv6 対応後のシステム構成図を図 5.3.4-2 に示す。 

 

 

図 5.3.4-2 IPv6 対応後の C 社のシステム構成図 
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5.3.5 構築 

 

本ユースケースでは検証環境構築において、以下の流れで機器や環境の検討を行った。(1)～(5)に

おいて各検討過程における課題を記載し、(6)にその解決策・対応方針を記載する。 

 

(1) プロバイダの選定 

プロバイダ選定においては、PPPoE 接続より通信速度、輻輳といった面で性能の優位性がある、

IPoE 接続に対応しているプロバイダを前提に検討した。 

 

【プロバイダ選定における課題点】 

プロバイダ選定においては、IPv6 に対応しているかどうかに加え、利用する業務システムの仕様に

より固定 IP 契約が必要になった場合においても、プロバイダを移行せずに対応できることを見据え

て選定を行うことが望ましい。 

但し、プロバイダによっては固定 IP 契約をする際に現在利用中のプランを継続できず、新たなプラ

ンに切り替えるといった移行作業が必要となるケースもあるため、契約の移行可否はプロバイダ選

定時に確認すべきポイントである。 

 

(2) ネットワーク設計の検討 

プロバイダを選定した後は、IPoE 接続を前提としたネットワーク構成を検討した。 

今回の実証実験環境に IPv6 を導入するためには、既存環境への影響を最小限とするため、以下

の 2 つの課題を解決する必要があった。 

 

【ネットワーク設計における課題点】 

① VPN 接続の IPv6 適用に関する課題 

回線事業者側が提供している既存 VPN サービスが IPv4 のみの対応であったため、拠点間の VPN

接続を IPv6 対応するために VPN サービスの切り替えを検討した。 

同 VPN サービスには上位版が存在しており、拠点間を IPoE で結ぶ IPv6 対応のサービスであった

が、事前調査の結果、IPv6 対応は専用ルータ（CPE）と拠点間の専用回線網内に限定されており、

ユーザが利用するイントラネット側の通信、およびインターネット接続は IPv4 対応のみとなる制約が

あったため、VPN サービスの移行だけでは解決できない課題が生じた。 

 

② 本社拠点内の ActiveDirectory 運用に関する課題 

既存ファイルサーバは ActiveDirectory のドメインコントローラ機能を持ち、既存 DNS サーバ機能も

兼ねている。 

PCからドメインコントローラに接続する際、ドメインコントローラの名前解決を行う必要があるが、イン

ターネット上のパブリックな DNS サーバには、社内で運用されている ActiveDirectory のドメイン名

を名前解決する能力がない。 

このため、本社拠点内で ActiveDirectory を正常に運用するためには、IPv4/IPv6 のいずれにお
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いても、名前解決時に既存 DNS サーバを参照可能とする必要がある。 

また、既存 DNS サーバは名前解決を GW ルータ側にフォワードしている設計であった。IPv4/IPv6

の名前解決おいて、DNS のリクエストがループしてしまわないよう、新規ルータ側においても DNS

参照順序を考慮する必要がある。 

 

(3) 実験機器の選定 

既存機器を含めた、今回の実証試験シナリオに利用する選定機器の一覧を以下に示す。 

 

表 5.3.5-1 選定機器の一覧 

区分 概要 機器ベンダ 型番 
機器本体の 

IPv6 対応 

クラウドサービス 

の IPv6 対応 

新規 VPN ルータ YAMAHA RTX830 〇 － 

新規 GW ルータ Buffallo WSR-3200AX4S 〇 － 

既存 ファイルサーバ Fujitsu TX1320 M4 〇 － 

新規 DB サーバ Fujitsu TX1310 M3 〇 － 

既存 NAS Buffalo LS220D0202G × － 

既存 複合機 Fujitsu XL-9321 〇 － 

既存 複合機 Brother HL-L2375DW 〇 － 

新規 無線アクセスポイント Cisco Meraki HW30H 〇 〇 

新規 ネットワークカメラ Cisco Meraki MV12 × 〇 

新規 無線アクセスポイント Cisco Meraki Go GR60 × × 

新規 ネットワークカメラ AXIS M1045-LW 〇 × 

新規 NAS I/O Data HDL2-AAX2 〇 × 

新規 タブレット Lenovo M10 FHD Plus 〇 － 

○：サポート、×：非サポート 

 

IPv6 通信による VPN の拠点間接続を構築するため、VPN ルータは IPoE に対応し、VPN 構築に

おいて実績がある機器を選定した。 

一般業務で使用している既存のファイルサーバ、複合機においては、設定変更により IPv6 対応を

実施した。 

その他、IoT デバイスのネットワーク構築のため新規に導入する無線アクセスポイント、ネットワーク

カメラ、NAS は可能な限り IPv6 対応機器を導入した。 
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IPv4 のみ対応の機器に関しても、連携するクラウドサービス側が IPv6 対応している場合は、機器

の選定対象に含めた。 

その他、IPv4 のみの対応であるが、IPv6 の通信が行える可能性がある機器についても選定対象に

含める方針とした。例えば、IPv4 のみ対応の無線アクセスポイントについては、メーカ側のスペック

としては IPv6 対応を謳ってはいないが、IPv4/IPv6 のトラフィック透過に問題がないことを検証する

ため選定した。 

 

【機器選定における課題点】 

IoT システムに関しては、メーカが IPv6 対応を公表している機器、例えば「IPv6 Ready Logo」認証

を取得している機器、カタログ等で IPv6 対応を明記している機器を中心に選定を行うことが確実な

方法であるが、その場合はハイエンドモデルが中心となり、選択肢が少ない状況である。 

 

(4) 業務アプリケーションの選定 

C 社の環境で検証に使用した収集管理システムは、クラウド版とオンプレミス版の選択肢があり、導

入および保守といった運用面の利便性から、クラウド版を選定する方針で進めた。 

 

【業務アプリケーションの選定における課題点】 

業務アプリケーションの選定当初、事前にユーザサポートに問い合わせを行った結果、クラウド版

が IPv6 対応しているとの回答を得ていたため、クラウド版の導入を前提として導入を進めていた。

しかし、契約に際して直接開発元に調査を依頼した結果、クラウドサービスのデータセンタ側が

IPv4 のみ対応であることが判明した。 

また、オンプレミス版で環境構築する場合において、タブレット端末からモバイル版の収集管理シ

ステムを利用するにあたり、サービスの仕様上、メーカ提供のクラウドサービスを経由して拠点内の

DB サーバへ接続する通信経路となるため、クラウドサービスから DB サーバへ通信を許可する設

定を FW へ適用する必要があることも確認した。 

 

(5) クラウドサービスの選定 

ネットワークカメラと連携し、クラウドにて録画可能なサービスを中心に選定を行った。 

IPv6 に対応するネットワークカメラとそのカメラと連携できるクラウドサービスを多くの機器/サービス

から見つけ出すことは大変困難である。そこで、クラウドにて録画映像の参照を行う利用形態を想

定し、ネットワークカメラは IPv4 のみの対応であるが、録画を行うためのクラウドサービスが IPv6 対

応している Cisco 社のクラウドサービス（Meraki DashBoard）を選定した。 
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【クラウドサービスの選定における課題点】 

ネットワークカメラの録画サービスという観点において、データ連携の仕様面からネットワークカメラ

と同一のメーカより提供されているクラウドサービスを前提としたが、メーカによってクラウドサービス

が付属サービスとして、提供されていないケースがある。他メーカのクラウドサービスと連携する方

法があるが、選定範囲が多岐にわたる中で、対象とするネットワークカメラと連携可能、かつIPv6 対

応という条件に充足するクラウドサービスを選定することは困難であった。 

今回、他メーカ提供のクラウドサービスのうち、対象とするネットワークカメラでサポートされているサ

ービスが複数あることを確認したが、全て IPv4 のみの対応であった。 

・アロバビュークラウド（iDATEN） 

・Safie（セーフィー株式会社） 

・VisualStage Type-S（キヤノンマーケティングジャパン） 

 

(6) (1)～(5)における課題解決 

【(1)の課題解決の方針、実施内容】 

実証実験の検証環境下において、IPv6 の環境適用のための必須条件を以下に示す。 

・IPoE が利用できること 

・固定 IPv4 アドレスが取得できること 

 

上記の前提において、C 社で利用している収集管理システムの運用を考慮した選定を行った。具

体的には、収集管理システムにはオンプレミス版とクラウド版の 2 種類が存在し、当初は導入の容

易さ、保守性の高さからクラウド版を導入する計画であったが、クラウド版は IPv4 のみ対応している

状況であったため、IPv6 対応のオンプレミス版を選択した。 

オンプレミス版では、タブレット等のモバイル端末から収集管理システムを利用するためのクラウド

サービスが存在し、そのクラウドサービスが C 社の拠点 A 内で稼働する DB サーバと連携するた

め、クラウドサービスから拠点内のネットワークに対する外部接続が必要になる。 

システム仕様として、この外部接続を行うためには、拠点 A において固定 IP の利用が必要となるた

め、IPoE 対応かつ、固定 IP アドレスの利用が可能であることを前提としたプロバイダ選定を行った。 

現行環境で利用している OCN が上記の条件を満たしていたため、OCN が提供する「フレッツ 

IPoE 標準プラン 固定 IP」を選定した。 
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【(2)の課題解決の方針、実施内容】 

① VPN 接続の IPv6 適用に関する課題について 

回線事業者が提供する VPN サービスでは課題が解決できないため、自営ルータを利用した

インターネット VPN を構築することで、IPv6 に対応する方針とした。しかしその際、以下の点に

留意しながらネットワーク設計を進める必要があった。 

 

(ア) IPv6 での拠点間通信を行うためには、固定のプレフィクスが必要となるため、拠点間の接続と

インターネット接続において、ネットワークアドレスの設定方式を検討する必要がある。 

(イ) 既存環境において、拠点間のファイル共有を NAT で実現している。各拠点から拠点 A の既

存ファイルサーバを参照する際の IPv4 アドレスは変更せず、現行の運用を変更せずに、ファ

イルサーバに接続可能な方式を検討する必要がある。 

 

(ア)を解決するための方針として、インターネット側は GUA で通信し、VPN による拠点間通信は

ULA で通信する設計とすることとした。これにより、VPN ルータ間の認証方式を「アグレッシブモー

ド」よりもセキュアである「メインモード」が採用できるようになり、更に DDNS で FQDN の名前解決を

行う設計とすることで、VPN ルータ同士を IPv6 アドレスで接続し、プロバイダより VPN ルータに割り

振られる GUA が変更された場合においても、ルータの設定変更なく運用が継続できるようになる。 

 

 

図 5.3.5-1 ULA および GUA を利用したインターネット VPN 通信の流れ(再掲) 
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尚、固定プレフィクスの算出方法には、無償公開されているツール（IPv6GlobalIdGenerator）を利

用し、RFC 4193（一意なローカル IPv6 アドレス）の算出アルゴリズムに基づいた ULAを算出した。 

次に、(イ)を解決するための方針として、拠点 A の既存ファイルサーバに他拠点から現行の運用を

変更せずに、ファイル共有を可能とするため、NAT 機能を利用して現行通りの運用方法でファイル

サーバへ接続できるよう、FW 機能の NAT 設定により、ファイル共有が可能となる設計とした。 

※実際の設定内容は、5.3.5 (1) 【NAT 設定】に記載する。 

 

② 拠点 A 内の ActiveDirectory 運用に関する課題 

既存 DNS サーバは、IPv4 の名前解決は GW ルータ側にフォワードするが、IPv6 の名前解決はフ

ォワードしない挙動であった。GW ルータ側で挙動の違いを吸収するため、新規 VPN ルータに

DNS の参照設定を追加し、一般業務で利用することが多いインターネット側の通信を最優先に設

定し、ドメインコントローラの名前解決が必要な場合に既存 DNS サーバを IPv4 が第 2 優先、IPv6

が第 3 優先の順で参照できるよう、問い合わせの優先順位を以下の通りに設定した。 

 

1. インターネット DNS（IPv4/IPv6 の名前解決） 

2. 既存 DNS サーバ（IPv4 でのドメインコントローラの名前解決） 

3. 既存 DNS サーバ（IPv6 でのドメインコントローラの名前解決） 

※実際の設定内容は、5.3.5(1) 【DNS 設定】に記載する。 

 

【(3)の課題解決の方針、実施内容】 

VPN ルータにおいては、過去に VPN 構築の実績がある機器を選定したため、ネットワークの構築

自体に課題は発生しなかった。過去に導入実績がない VPN ルータ機器を選定する場合は、機器

のリファレンスといった一般公開されている情報を元に、IPv6 設定に関する知見を入手しやすいメ

ジャーな機器を選定することが機器選定において意識すべきポイントである。 

IoT デバイスに関しては、課題で述べた通り IPv6 対応のネットワークカメラの選択肢が少ない状況

であったが、その中で今回選定した AXIS 社のネットワークカメラはグローバルな機器であると共に、

中小企業で導入しやすい価格帯であり、日本語対応、ユーザサポートも十分に展開されている。

海外メーカの機器を選定する方法も、１つの手段である。 

しかし、本機器と連携可能なクラウドサービスが IPv4 のみの対応であったため、代替として、NAS と

の連携を証する方針とした。録画した動画データを NAS 上に保存し、イントラネット経由で NAS に

接続し、動画データを参照する方針とした。 

また、その他の機器については、機器自体が IPv6 対応していない場合においても、クラウドサービ

ス側が IPv6 対応しているサービスを選定することや、無線アクセスポイントにおいて IPv6 通信を透

過する設定に変更することで、IPv6 環境において利用可能となることを想定し、構築した。 
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【(4)の課題解決の方針、実施内容】 

収集管理システムについて、クラウド版の導入は見送り、IPv6 対応が行われているオンプレミス版

の収集管理システムを導入する方針とした。 

事前調査として、IPv6 の対応状況をユーザサポートに問い合わせる際に、サポート担当者と開発

担当者によって、IPv6 対応とする基準が異なる場合があるため、注意が必要である。 

次に、タブレットで利用するモバイル版の収集管理システムについては、拠点内の DB サーバをイ

ンターネット経由で外部参照を可能とするため、拠点 A の VPN ルータにて、FW 機能を設定し、ク

ラウドサービス側からの IPv4/IPv6 における外部参照を、オンプレミス環境内の DB サーバへ許可

する設定を実施した。 

※実際の設定内容は 5.3.5 (1) 【ファイアウォール設定】に記載する。 

 

【(5)の課題解決の方針、実施内容】 

(3)の課題解決と同様に、機器側が IPv6 対応していない場合においても、クラウドサービス側が

IPv6 対応しているサービスを選定することで、クラウドサービス側とクライアント端末側がインターネ

ットを介して IPv6 によるサービス利用が可能な環境を構築した。 

 

つぎに、設計内容を基に各機器に対してパラメータを設定し、環境を構築する。当ガイドラインでは、構築

内容として、環境詳細を記載する。まず、本ユースケースで利用した各要素のスペックを表 5.3.5-1 に示す。 
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表 5.3.5-2 IPv4/IPv6 デュアルスタックを構築する各要素のスペック 

設定 機器等 仕様例 備考 

IPv4/ 

IPv6 

デスクトップ PC [Windows] 

Fujitsu ESPRIMO B532/G 

OS Windows10 Pro 

CPU Core™ i5-3470T プロセッサー

(2.90GHz) 

メモリ 4GB 

HDD 500GB  

 

・事務用 

IPv4/ 

IPv6 

ノート PC [Windows] 

Fujitsu LIFEBOOK A5510/DOS OS 

Windows10 Pro 

CPU Core™ i5-10210U プロセッサー

(1.60GHz) 

メモリ 4GB 

HDD 500GB  

 

・事務用 

IPv4/ 

IPv6 

複合機 FUJITSU XL-9321 

Brother HL-L2375DW 

・印刷 

IPv4/ 

IPv6 

ファイルサーバ [Windows] 

FUJITSU Server PRIMERGY 

TX1320 M4 

OS Windows Server 2019 

CPU Xeon E-2124 プ ロ セ ッ サ ー

(3.3GHz)  

メモリ 8GB 

HDD 300GB  

 

・ファイル共有 

IPv4/ 

IPv6 

DB サーバ [Windows] 

FUJITSU Server PRIMERGY  

TX1310 M3 

OS Windows Server 2016 

CPU Pentium プ ロ セ ッ サ ー  G4400 

(3.3GHz)  

メモリ 16GB 

HDD 500GB  

 

・収集管理システムのデータ管

理 
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設定 機器等 仕様例 備考 

IPv4 NAS（既設） Buffalo LS220D0202G ・データバックアップ 

IPv4/ 

IPv6 

タブレット Android：Lenovo Tab ・収集管理システム用の端末 

・ネットワークカメラの映像参照 

IPv4/ 

IPv6 

GW ルータ(既設) 拠点 A（A-2）：NEC PR-300NE ・ルーティング 

・FW 

IPv4/ 

IPv6 

GW ルータ(新規) 拠点 B：Buffalo WSR-3200AX4S-BK 

※拠点 A（A-1）、および拠点 C～E は

下記 VPN ルータに置き換え。 

 

・ルーティング 

・FW  

IPv4/ 

IPv6 

VPN ルータ （新規） YAMAHA RTX830 ・ルーティング 

・FW 

・拠点間の VPN 通信 

IPv4 

/IPv6 

スイッチ Cisco SG110-16 ・スイッチング 

IPv4 

/IPv6 

NAS（新規） IO-DATA HDL2-AAX2 ・ネットワークカメラの映像録画 

IPv4 

/IPv6 

無線アクセスポイント Cisco Meraki GR60 

Cisco Meraki HW30H 

・ネットワークカメラの無線接続 

IPv4 

/IPv6 

無線ネットワークカメ

ラ 

Cisco Meraki MV12WE 

AXIS M1045-LW 

 

・構内監視 

IPv4/ 

IPv6 

ISP フレッツ光ネクストファミリーハイスピード

（IPv6 オプションあり） 

OCN 光 フレッツ 

マルチホームなし 

 

・インターネット接続、拠点間

VPN 接続 

※拠点 A のみ 1 固定 IP を付

加。 

IPv4/ 

IPv6 

LTE 通信 SIM Docomo Xi ギガライトプラン ・インターネット接続 

IPv4/ 

IPv6 

アプリケーションパッ

ケージ 

JEMS 環境将軍 R ・収集管理システムのアプリケ

ーション 

IPv4 メールサービス NTT コミュニケーションズ 

Active! Mail(Biz メール&WEB) 

 

・メール 

IPv4/ 

IPv6 

クラウドサービス Cisco Meraki Dashboard ・無線管理機能 

・監視映像録画 

 

そして、IPv6 対応するために行った各機器への設定内容を示す。 
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(1) VPN ルータの設定（本社拠点である拠点 A を例として挙げる） 

項番 設定内容の詳細 

1 【基本ルーティング設定】 

ip route default gateway tunnel 1 

ip route <拠点 C の IPv4 アドレス> gateway tunnel 2 

ip route <拠点 D の IPv4 アドレス> gateway tunnel 3 

ip route <拠点 E の IPv4 アドレス> gateway tunnel 4 

ipv6 route <拠点 C の ULA>::/64 gateway tunnel 2 

ipv6 route <拠点 D の ULA>:/64 gateway tunnel 3 

ipv6 route <拠点 E の ULA>:/64 gateway tunnel 4 

 

ip lan1 address <拠点 A の IPv4 アドレス(内向け)>/24 

ip lan1 secondary address <拠点 A の IPv4 アドレス(外向け)>/24 

 

ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64 

ipv6 prefix 2 <拠点 A の ULA>::/64 

ipv6 lan1 address <拠点 A の ULA>::1/64 

ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64 

ipv6 lan1 rtadv send 1 2 o_flag=on 

 ipv6 lan1 dhcp service server 

 ipv6 lan2 dhcp service client ir=on 

ngn type lan2 ntt 

description lan2 "OCN IPoE" 

 

【VPN 設定】 

tunnel select 2 

 tunnel name <拠点 C の FQDN> 

 ip tunnel nat descriptor 2 

 ipsec tunnel 3 

   ：（IKE のデフォルトパラメータのため省略） 

  ipsec ike local name 2 【拠点 A の FQDN(i.open.ad.jp)】 fqdn 

  ipsec ike pre-shared-key 2 text 【認証キー】 

  ipsec ike remote name 2 【拠点 C の FQDN(i.open.ad.jp)】 fqdn 

   ：（IKE のデフォルトパラメータのため省略） 

tunnel enable 2 

※上記を拠点 D、E も同様に設定 
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【BR に対する IPIP の設定】 

tunnel select 1 

 description tunnel "OCN IPoE Static IPv4" 

 tunnel encapsulation map-e 

 tunnel map-e type ocn 

 ip tunnel mtu 1460 

 ip tunnel nat descriptor 1 

 ip tunnel intrusion detection in on 

 ip tunnel tcp mss limit auto 

 tunnel enable 1 

 

【NAT 設定】 

nat descriptor type 1 masquerade 

nat descriptor address outer 1 map-e 

nat descriptor type 2 nat 

nat descriptor address outer 2 <ファイルサーバの外向け IPv4 アドレス> <DB サーバの外向

け IPv4 アドレス> 

nat descriptor address inner 2 <ファイルサーバの内向け IPv4 アドレス> <DB サーバの内向け

IPv4 アドレス> 

nat descriptor static 2 1 <ファイルサーバの外向け IPv4 アドレス>=<ファイルサーバの内向け

IPv4 アドレス> 1 

nat descriptor static 2 2 <DB の外向け IPv4 アドレス>=<DB の内向け IPv4 アドレス> 1 

nat descriptor masquerade static 1 1 10.0.0.220 tcp 1433 

 

【DNS 設定】 

dns host lan1 

dns service recursive 

dns service fallback on 

dns server <既存 DNS サーバ IPv4 アドレス> <既存 DNS サーバ IPv6 アドレス> 

dns server select 50000 dhcp lan2 any . 

dns server select 100000 <既存 DNS サーバ IPv4 アドレス> a . 

dns server select 500000 <既存 DNS サーバ IPv6 アドレス> aaaa . 

dns private address spoof on 
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【ファイアウォール設定】 

※DB サーバの外部参照用フィルタ設定は赤字部分を参照 

 

nat descriptor masquerade static 1 1 <DB サーバの IPv4 アドレス> tcp <ポート番号> 

：（中略） 

ip filter dynamic 201101 * <DB サーバの IPv4 アドレス> <ポート番号> 

：（中略） 

ip filter 201030 pass * 10.0.0.0/24 icmp * * 

ip filter 201031 pass * 10.0.0.0/24 established * * 

ip filter 201032 pass * 10.0.0.0/24 tcp * ident 

ip filter 201033 pass * 10.0.0.0/24 tcp ftpdata * 

ip filter 201034 pass * 10.0.0.0/24 tcp,udp * domain 

ip filter 201035 pass * 10.0.0.0/24 udp domain * 

ip filter 201036 pass * 10.0.0.0/24 udp * ntp 

ip filter 201037 pass * 10.0.0.0/24 udp ntp * 

ip filter 201050 pass-log * <DB サーバの IPv4 アドレス> tcp * <ポート番号> 

：（中略） 

ipv6 filter 101000 pass * * icmp6 * * 

ipv6 filter 101001 pass * * tcp * ident 

ipv6 filter 101002 pass * * udp * 546 

ipv6 filter 101010 pass-log * <DB サーバの IPv6 アドレス> tcp * <ポート番号> 

ipv6 filter 101099 pass * * * * * 

ipv6 filter 200199 pass-log * * * * * 

ipv6 filter dynamic 101080 * * ftp 

ipv6 filter dynamic 101081 * * domain 

ipv6 filter dynamic 101082 * * www 

ipv6 filter dynamic 101083 * * smtp 

ipv6 filter dynamic 101084 * * pop3 

ipv6 filter dynamic 101085 * * submission 

ipv6 filter dynamic 101098 * * tcp 

ipv6 filter dynamic 101099 * * udp 
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(2) IoT システムの設定 

項番 設定内容の詳細 

1 【ネットワークカメラの設定（AXIS）】 

 
 

 

【NAS 設定（IPv6）】 

※自動、または手動で設定する 
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項番 設定内容の詳細 

【無線アクセスポイント設定（ブリッジモード）】 

※IPv6 通信を透過させるため NAT モードからブリッジモードの変更が必要。 

 

 

 

(3) クラウド環境の設定 

項番 設定内容の詳細 

1 【VPS＋Windows における、IPv6 の有効化設定】 

PowerShell より、以下のコマンドを実行する 

# Enable-NetAdapterBinding -Name "Global" -ComponentID ms_tcpip6 

 

※上記は「さくらクラウド」で Windows Server を使用した時の例 

参考「IPv6 有効化手順」 

https://manual.sakura.ad.jp/vps/network/ipv6/windows.html#id11 

 

※今回の検証において、収集管理システムで使用しているクラウドサービスの構築は提供元ベンダによ

って行われたが、仮想環境（VPS）で環境の構築時に IPv6 の有効化に必要であった設定の情報を得た

ため、上記を参考情報として記載する。 
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5.3.6 試験 

 

本ユースケースで実施した内容と結果を示す。 

 

5.3.6.1 実証内容と結果 

 

1. ネットワークレベルの検証 

 

5.3.5 にしたがって構築した実証環境において、一般業務と IoT システムが無線および有線それぞれのネ

ットワーク上で、問題なく利用できるか検証した。 

一般業務における検証では、WEB サービスやメール等のインターネット利用、複合機等の OA 機器の利

用、社内ネットワークに保存された情報資産（ファイルサーバ）の利用といった一般的な業務について検証し

た。 

IoT システムにおける検証では、社内ネットワーク上で稼働している無線接続の IoT システムに対する疎

通性と動作の正常性を検証した。 

その結果、IPv6 の規格に起因した課題が 1 件発生し、IPv6 対応における留意事項が 2 件発生した。 

 

(1) 一般業務における検証について 

IPv4 の経路（ルータおよび回線）と、IPv6 の経路（ルータおよび回線）は IPoE 接続により１回線（１プロバイダ）に

統合された状態でインターネットに接続し、接続先の IPv6 対応状況により、通過する経路が切り替わる設計であ

る。 

 

 

図 5.3.6-1 IPv4 経路と IPv6 経路 
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① 疎通確認 

各機器に対して ping を実行し、通信経路に問題ないことを検証する。 

また、VPN 経由で遠隔地の拠点から本社ネットワーク内部のファイルサーバ、DB サーバにアクセスする

ことが可能か、ping を実行して通信経路を検証する。 

また、IPv4/IPv6 のデュアルスタックに対応した速度計測サイトを利用し、IPv6 接続の正常性および応答

性、回線の速度を計測する。 

 

② 通常業務を想定した WEB サービスやメール等のインターネット利用 

WEB サービスやメール等へインターネット接続し、コンテンツが利用できることを検証する。 

 

③ 通常業務を想定した社内ネットワーク機器の利用 

IPv4 と IPv6 が混在した環境において、IPv4 のシングルスタックから IPv4/IPv6 のデュアルスタック設定に

変更した複合機、ファイルサーバが正常に利用できるか検証する。 

 

上記①から③のシナリオを実施した結果の内、主要な結果を以下に示す。 

 

① 疎通確認の検証結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

拠点 IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 有線 拠点 A 

(本社) 

IPv6

優先 

ルータ IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

2 ノート PC 有線 拠点 A 

(本社) 

IPv6

優先 

DB サーバ IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

3 ノート PC 有線 拠点 

C～E 

IPv6

優先 

本 社 ル ー

タ(VPN 経

由) 

IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

4 ノート PC 有線 拠点 

C～E 

IPv6

優先 

DB サーバ

(VPN 経

由) 

IPv6 接続先に対し ping を実行す

る 

ping が通る OK 

5 ノート PC 有線 全拠点 IPv6

優先 

速 度 計 測

サイト 

IPv6 速度計測サイトにアクセス

し、IPv4 と IPv6 の回線速度を

計測する。 

https://inonius.net/ 

IPv6 が検出され、

正常に速度計測

が行われる 

 

OK 
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【#3 の補足】 

VPN を経由し、本社のＧW ルータへ IPv6 で ping の応答を受信できることを確認した。 

 

図 5.3.6-2 IPv6 で ping 応答あり（GW ルータ） 

 

【#4 の補足】 

VPN を経由し、本社の DB サーバへ IPv6 で ping の応答を受信できることを確認した。 

 

図 5.3.6-3 IPv6 で ping 応答あり（DB サーバ） 

 

【#5 の補足】 

速度計測が正常に実行され、回線速度について IPv4 と IPv6 で概ね差異がないことを確認した。 

 
図 5.3.6-4 計測サイトによる IPv4/IPv6 速度計測の実行例 



 

198 
 

表 5.3.6-1 各拠点における IPv6 回線の速度計測結果（日中の参考値） 

IPv6 RTT 

(ms) 

Jitter 

(ms) 

ダウンロード速度 

(Mbps) 

アップロード速度 

(Mbps) 

拠点A 20.62 20.094 94.62 73.92 

拠点B 28.2 3.332 436.8 251.0 

拠点C 23.3 0.874 96.84 100.8 

拠点D 22.42 1.286 98.76 100.0 

拠点E 20.74 0.574 303.4 226.8 

 

表 5.3.6-2 各拠点における IPv4 回線の速度計測結果（日中の参考値） 

IPv4 RTT 

(ms) 

Jitter 

(ms) 

ダウンロード速度 

(Mbps) 

アップロード速度 

(Mbps) 

拠点A 16.96 1.356 95.78 89.3 

拠点B 22.0 19.222 348.8 608.6 

拠点C 17.18 0.982 98.3 102.1 

拠点D 16.2 0.9 100.5 100.14 

拠点E 14.56 0.494 328.6 300.0 
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② メールやインターネット利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 

(Windows) 

有線 IPv6

優先 

IPv6 未対

応 メ ー ル

サービス 

IPv4 実証実験ネットワークに接続

した状態で、OCN メールサ

ービス経由でメール送受信

を行う 

メールの送受信ができる OK 

2 ノート PC 

(Windows) 

有線 IPv6

優先 

インターネ

ット 

IPv6  Google 等、一般業務で使用

するサイトに接続 

インターネットの検索サイト

の利用、サイト閲覧に問題

が発生しないこと 

OK 

 

③ 社内ネットワーク機器の利用 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 

(Windows) 

有線 IPv6

優先 

複合機 IPv6 IPv6 の標準 TCP/IP ポートで

印刷処理を実行する 

ネットワーク経由の印刷が正

常に行える 

OK 

2 ノート PC 

(Windows) 

有線 IPv6

優先 

ファイルサ

ーバ 

IPv6 ドメイン参加した PC から、

IPv6 の UNC64表記で共有フ

ォルダにアクセスする 

認証が正常に行われ、ファイ

ル共有が可能である 

OK 

 

 
 
64 UNC：Universal Naming Convention の略称であり、Windows ネットワーク上で共有されている様々な

資源（ファイルやフォルダ、プリンタなど）の位置を表記する標準的な記法である。 
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図 5.3-1 IPv6 の UNC 表記による共有フォルダのアクセス例 

 

(2) IoT システムにおける検証について 

① IoT システムの疎通、基本機能確認 

基幹ネットワークに設置された IoT システムの通信経路と基本機能の確認を行う。クライアント端末から無線

アクセスポイントをリモート制御するクラウドサービスへ接続し、基本的な管理機能が正常に利用可能か検証

する。次に、ネットワークカメラに対してIPv4/IPv6のデュアルスタック設定を行い、IPv6アドレスが設定された

ネットワークカメラが NAS に接続し、IPv6 通信で録画した映像が保存可能であるか検証する。これらの試験

結果を以下に示す。 

 

 ①IoT システムの疎通、基本機能確認の結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6 

優先 

無 線 ア ク

セスポイン

ト 

IPv6 

 

WEB ブラウザで管理画面に

アクセスし、無線アクセスポ

イントがオンライン状態であ

ることを確認する 

クラウド管理機能上でオンラ

イン状態になっており、機器

の状態が参照できる 

OK 

2 ネ ッ ト ワ

ークカメラ 

無線 IPv4 

IPv6 

 

NAS IPv6 

 

ネットワークカメラから NAS

に IPv6 アドレスで接続し、録

画機能を実行する 

ネットワークカメラのライブ映

像が NAS 上に録画保存され

る 

OK 
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【#1 の補足】 

WEB ブラウザの管理画面上で、無線アクセスポイントがオンライン状態になっており、無線アクセスポイント

の状態や、同アクセスポイントに接続しているネットワークカメラの状態が参照できることを確認した。 

 

図 5.3.6-5 管理画面上で機器の状態参照の結果 

 

次に管理画面の操作中、クラウドサービスの通信がIPv6で行われていることを確認した。クラウドサービスの

IPv6 アドレスを nslookup から取得し、実際に取得した IPv6 アドレスで通信が行われていることをパケットキャ

プチャで確認した。 

 

 

図 5.3.6-6 クラウドサービスの IPv6 アドレス取得結果 
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※クライアント PC … 先頭が 2400、末尾が 56fc のグローバルユニキャストアドレス 

※クラウドサービス  … 2620:12f:c008:0:3e57:31ff:fe19:5874 のグローバルユニキャストアドレス 

 

図 5.3.6-7 管理画面にアクセス中のパケットキャプチャの結果 

 

【#2 の補足】 

ネットワークカメラを NAS に接続する際、NAS の IPv6 アドレスで指定し、正常に接続できるかを確認後、録

画機能を実行した。 

 

 

図 5.3.6-8 ネットワークカメラと NAS の IPv6 指定接続結果 

 

※クライアント PC … 先頭が 2400、末尾が a813 の IPv6 グローバルユニキャストアドレス 

※ネットワークカメラ  … 先頭が 2400、末尾が 8a44 の IPv6 グローバルユニキャストアドレス 

 

図 5.3.6-9 ネットワークカメラ録画中のパケットキャプチャ結果 
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図 5.3.6-10 ネットワークカメラで NAS に録画した映像の参照結果 
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2. LAN 内アプリケーションレベルの検証 

 

5.3.5 にしたがって構築した実証環境において、C 社が行っている収集業務で使用する収集管理システムを

IPv6 のネットワーク上で利用したときの影響を検証した。検証には、オンプレミス環境で利用する PC 向けの

アプリケーションと、モバイル端末向けのアプリケーションを使用した。 

その結果、PC 版アプリケーション、モバイル版アプリケーションいずれにおいても、IPv6 の規格に起因した課

題は発生しなかったが、IPv6 対応における留意事項が 2 件発生した。 

 

(1) 業務アプリケーションにおける検証について 

① 収集管理システムの動作検証 

収集管理システムは以下のネットワーク構成で検証を行った。 

(ア) オンプレミス環境のイントラネット接続における検証 

(イ) VPN を経由した拠点間のイントラネット接続における検証 

(ウ) LTE ネットワークを介したインターネット接続における検証 

 

(ア)、(イ)では、PC 版アプリケーションを使用し、オンプレミス環境、または VPN を経由したイントラネット接続

のネットワークにおいて、DB サーバが収集管理システムのデータ登録、データ参照操作を IPv4/IPv6 を使

用して正常に行えることを検証した。 

(ウ)では、LTE 通信が可能なモバイル端末を検証のために用意したが、通信基地局側の制限により IPv4 シ

ングルスタック動作となることが判明した。このため、モバイル端末向けのアプリケーションの検証について

は IPv4/IPv6 デュアルスタックに対応した拠点外の Wi-Fi ネットワークに接続し、IPv4/IPv6 いずれにおいて

も利用可能か検証した。 
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① 収集管理システムの動作検証の結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 有線 IPv6

優先 

収 集 管 理

シ ス テ ム

(PC 版) 

IPv6 オンプレミス環境(PC 端末と

DB サーバが同一拠点)にお

いて、データ入力、参照操作

を実行する 

データ入力、参照が正常に

参照できる 

OK 

2 ノート PC 有線 IPv6

優先 

収 集 管 理

シ ス テ ム

(PC 版) 

IPv6 VPN 接続による環境(PC 端

末と DB サーバが別拠点)に

おいて、データ入力、参照操

作を実行する 

データ入力、参照が正常に

参照できる 

OK 

3 タブレット 無線 IPv6

優先 

収 集 管 理

シ ス テ ム

(モバイル

版) 

IPv6 IPv6 で通信可能な拠点外の

インターネット接続環境にお

いて、データ入力、参照操作

を実行する 

データ入力、参照が正常に

参照できる 

OK 

 

【#1 の補足】 

DB サーバと同一拠点内のノート PC から収集管理システムを操作し、システムの基本操作が可能であること

を確認した。 

 

図 5.3.6-11 収集管理システム（PC 版）の実行結果例（登録処理） 
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※同一拠点内PC の ULA … 先頭が fdfe、末尾が 9cd6 のユニークローカルアドレス 

※DB サーバの ULA  … 先頭が fdfe、末尾が efd7 のユニークローカルアドレス 

 

図 5.3.6-12 収集管理システム操作における DB サーバ間のパケットキャプチャ（同一拠点内） 

 

【#2 の補足】 

DB サーバと他拠点に存在するノート PC から収集管理システムを操作し、システムの基本操作が可能であ

ることを確認した。 

 

図 5.3.6-13 収集管理システム（PC 版）の実行結果例（本社拠点へ VPN 経由で利用） 

 

※拠点外PC（VPN 接続）の ULA … 先頭が fdfe、末尾が 692b のユニークローカルアドレス 

※DB サーバの ULA   … 先頭が fdfe、末尾が efd7 のユニークローカルアドレス 

 

図 5.3.6-14 収集管理システム操作における DB サーバ間のパケットキャプチャ（拠点外から VPN を経由） 
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【#3 の補足】 

タブレット端末からインターネット経由で収集管理システム用クラウドサービスの WEB サーバにアクセスし、

データ入力等の基本操作が可能であることを確認した。 

また、タブレット端末の操作時に、収集管理システム用クラウドサービスの WEB サーバが本社拠点のファイ

アウォールを通過して、オンプレミス環境の DB サーバに外部から正常に接続できることを確認した。 

 
図 5.3.6-15 収集管理システム（モバイル版）の実行結果（インターネット接続） 

 

※収集管理システム用クラウドサービスの WEB サーバ … 先頭が 2403、末尾が 239 の IPv6 グローバル

ユニキャストアドレス 

※本社拠点内の DB サーバ   … 先頭が 2400、末尾が efd7 の IPv6 グローバルユニキャストアドレス 

 

 

図 5.3.6-16  WEB サーバと本社拠点内DB サーバ間のパケットキャプチャ、FW ログ 
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3. WAN 越しアプリケーションレベルの検証 

 

外部システム・商用サービスとして IoT システムのメーカ側が提供しているクラウドサービスを利用して、ネ

ットワークカメラの映像の録画および参照ができるか検証した。 

その結果、IPv6 の規格に起因した課題は発生しなかったが、機器/サービスの仕様に起因した課題が計 1 件、

IPv6 対応における留意事項が 1 件発生した。 

今回の実証実験で利用したクラウドサービス「Meraki Dashboard」については、Cisco 製の無線機器、ネットワーク

カメラ等のIoTデバイスをクラウドで一括管理するためのWEBサービスであり、サービスのフロントエンドとなるWEB

サーバは IPv6 に対応している。 

クラウドサービスに接続するネットワークカメラは IPv4 のみ対応の機器であるが、本サービスが提供しているクラ

ウド録画機能、およびライブ映像参照機能を利用することで、ネットワークカメラの映像が IPv4/IPv6 のデュアルスタ

ック環境で参照できるか検証した。検証範囲を図5.3.6-1 に示す。 

 

  

図 5.3.6-17 クラウドサービスの検証イメージ図 

 

(1) 業務アプリケーションにおける検証(クラウド)について 

① クラウド録画参照機能およびライブ映像参照機能の検証 

クラウドサーバ上のネットワークカメラの録画映像の参照機能およびライブ映像の参照機能が問題なく

利用できるか検証する。検証の結果、クラウドサービスから配信される録画映像の参照機能が IPv4 の

み対応であり、クラウドサービスに IPv6 で接続している場合も、動画のライブ映像は IPv4 でストリーミ

ング再生されることを確認した。 

 

上記①のシナリオを実施した結果の内、主要な結果を以下に示す。 
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① クラウド録画参照機能の検証結果 

# 接続元機

器名 

有線  

無線 

IPv4 

IPv6 

接続先機

器名・サー

ビス名 

IPv4 

IPv6 

検証内容 想定結果 実施

結果 

1 ノート PC 無線 IPv6

優先 

Meraki 

DashBoard 

IPv6 

想定 

クラウド上に録画されたネッ

トワークカメラの映像を、ノー

ト PC で再生する 

録画データが IPv6 でストリー

ミング再生される 

NG 

2 ノート PC 無線 IPv6

優先 

Meraki 

DashBoard 

IPv6 

想定 

ネットワークカメラのライブ映

像を、クラウドサービスを介

してノート PC で参照する 

ライブ映像データがIPv6でス

トリーミング再生される 

NG 

 

【#1、2 の補足】 

本検証シナリオで利用したクラウドサービスは 4.4.1(2)、「IoT システムにおける検証」で利用したものと同一

クラウドサービスであるため、nslookup にて IPv6 対応されていることを確認した。 

しかし、ネットワークカメラのライブ映像参照機能は、動画のストリーミング再生中の通信が全て IPv4 で行わ

れていた。取得したパケットキャプチャを参照したところ、動画のストリーミング再生時に IPv4 で通信が行わ

れることを確認した。 

 

 

図 5.3.6-18 クラウドサービスの録画映像参照機能 
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図 5.3.6-19 クラウドサービスの nslookup、動画再生時のパケットキャプチャ確認結果 
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5.3.6.2 課題と対応 

 

本検証にて発生した課題を整理した結果、機器やサービスが仕様により IPv6 に対応していない課題、IPv6 対応

を進める中で考慮不足が起因して発生した課題(構築時の Tips)に分かれることを確認した。 

そのため、以下に示す2つの観点から本検証にて発生した課題と対応の事例を「【付録1】課題管理表：中小企業

C」に示す。 

 

（1） 機器/サービス仕様における課題 

本検証において導入しようとした IPv6 対応を謳う機器/サービスの内、本検証では、IPv6 の利用可否が確認で

きず、機器メーカのサポート等に確認した結果、IPv6 対応が十分でないことが判明した課題と対応の事例を示

す。 

 

（2） IPv6 対応における留意事項(構築時の Tips) 

本検証において実際に発生した IPv6 関連のトラブルシュート事例をもとに、IPv6 対応において普遍的に留意

すべき点を示す。 

  




