
C トランスミッション／トランスアクスル

AT - 1

AT   Ａ／Ｔ

D

E

F

G

H

I

J

K

A

L

AT

B

RE5R05A

作業上の注意 ..........................................................6
・注意 ..................................................................6
準備品 ....................................................................8
・特殊工具 ...........................................................8

A/Tフルード ..........................................................9
・交換 ..................................................................9
・点検 ..................................................................9

A/Tシステム ........................................................10
・断面図（2WD） ...............................................10
・断面図（4WD） ...............................................10
・油圧回路図 .....................................................11
・シフトメカニズム ...........................................12
・制御システム図 ..............................................22
・ライン圧制御 ..................................................22
・変速制御 .........................................................24
・ロックアップ制御 ...........................................24
・エンジンブレーキコントロール .....................26
・コントロールバルブ .......................................26
故障診断 ...............................................................28
・フェイルセーフ機能に関する注意点 ..............28
・フェイルセーフ機能 .......................................28
・故障診断の進め方 ...........................................31
・診断前点検 .....................................................35
・エンジン始動前の点検 ...................................40
・アイドリング時の点検 ...................................40
・走行テスト パート１ ......................................42
・走行テスト パート 2 .......................................44
・走行テスト パート 3 .......................................45
・変速車速 .........................................................45
・現象別故障診断早見表 ...................................47
・構成部品取付位置 ...........................................53
・回路図 .............................................................54
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ....................................................................55
・CAN通信信号一覧 .........................................57
・CONSULT–Ⅱの機能 .....................................58
・自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない
場合） ..............................................................64

車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統 ......66
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ....................................................................66
・点検要領 .........................................................66
・構成部品点検 ..................................................67

ダイレクトクラッチソレノイド系統 ................... 68
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 68
・点検要領 ........................................................ 68
・構成部品点検 ................................................. 69
ダイレクトクラッチソレノイド機能 ................... 70
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 70
・点検要領 ........................................................ 70
・構成部品点検 ................................................. 71
ロックアップソレノイド系統 ............................. 72
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 72
・点検要領 ........................................................ 72
・構成部品点検 ................................................. 73
ロックアップソレノイド機能 ............................. 74
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 74
・点検要領 ........................................................ 74
・構成部品点検 ................................................. 75
ライン圧ソレノイド系統 ..................................... 76
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 76
・点検要領 ........................................................ 76
・構成部品点検 ................................................. 77
インプットクラッチソレノイド系統 ................... 78
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 78
・点検要領 ........................................................ 78
・構成部品点検 ................................................. 79
インプットクラッチソレノイド機能 ................... 80
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 80
・点検要領 ........................................................ 80
・構成部品点検 ................................................. 81
フロントブレーキソレノイド系統 ...................... 82
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 82
・点検要領 ........................................................ 82
・構成部品点検 ................................................. 83
フロントブレーキソレノイド機能 ...................... 84
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 84
・点検要領 ........................................................ 84
・構成部品点検 ................................................. 85



AT - 2

ローコーストブレーキソレノイド系統 ............... 86
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 86
・点検要領 ........................................................ 86
・構成部品点検 ................................................. 87
ローコーストブレーキソレノイド機能 ............... 88
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 88
・点検要領 ........................................................ 88
・構成部品点検 ................................................. 89
ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド系統 ..... 90
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 90
・点検要領 ........................................................ 90
・構成部品点検 ................................................. 91
ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能 ..... 92
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 92
・点検要領 ........................................................ 92
・構成部品点検 ................................................. 93
インヒビタースイッチ系統 ................................. 94
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 94
・点検要領 ........................................................ 94
・構成部品点検 ................................................. 95
油温センサー系統 ................................................ 97
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 ................... 97
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................... 97
・点検要領 ........................................................ 97
・構成部品点検 ................................................. 99
タービンセンサー系統 ....................................... 100
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 100
・点検要領 ...................................................... 100
・構成部品点検 ............................................... 101

A/Tインターロック判定 .................................... 102
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 102
・A/Tインターロック判定 .............................. 102
・点検要領 ...................................................... 103

A/T 1速エンジンブレーキ判定 ......................... 105
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 105
・点検要領 ...................................................... 105
スタート信号系統 .............................................. 107
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 107
・点検要領 ...................................................... 107
・構成部品点検 ............................................... 108
スロットルセンサー系統 ................................... 109
・点検要領 ...................................................... 109

エンジン回転信号系統 ...................................... 110
・点検要領 ...................................................... 110

CAN通信系統 .....................................................111
・回路図 ...........................................................111
・点検要領 ...................................................... 112
故障診断 −電源系統 .......................................... 113
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 113
・点検要領 ...................................................... 113
コントロールユニット（RAM) .......................... 115
・点検要領 ...................................................... 115
コントロールユニット（ROM) ......................... 116
・点検要領 ...................................................... 117
コントロールユニット (EEPROM) .................... 118
・点検要領 ...................................................... 119
車速センサー 2系統 .......................................... 120
・点検要領 ...................................................... 120
マニュアルモードスイッチ系統 ........................ 121
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 ................. 121
・点検要領 ...................................................... 121
・構成部品点検 ............................................... 122
・ポジション表示灯故障診断（マニュアル
モード時） ..................................................... 122

油圧スイッチ 1系統 .......................................... 123
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 123
・点検要領 ...................................................... 123
油圧スイッチ 3系統 .......................................... 125
・点検要領 ...................................................... 125
油圧スイッチ 5系統 .......................................... 126
・点検要領 ...................................................... 126
油圧スイッチ 6系統 .......................................... 127
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 127
・点検要領 ...................................................... 127
インヒビター、マニュアルモード、ストップラ
ンプスイッチ及びアイドル、フル信号系統 ...... 129
・点検要領 ...................................................... 129
・構成部品点検 ............................................... 132

A/Tモードスイッチ系統 .................................... 133
・点検要領 ...................................................... 133
・構成部品点検 ............................................... 134
現象別故障診断 ................................................. 135
・A/T電子制御システム警告灯が点灯しない . 135
・P及び Nレンジでエンジンが始動しない ... 136
・Pレンジに入れても車を押すと動いてしま
う ................................................................. 136
・Nレンジで車が動き出す ............................. 137
・Nから Dレンジへのシフトショックが大き
い ................................................................. 138
・Rレンジで走行不能又は極度の加速不良 .... 139
・Dレンジで走行不能又は極度の加速不良 .... 140
・1速から発進しない ..................................... 141



AT - 3

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

・D レンジで１速から２速へシフトアップし
ない、又は 4速から２速へキックダウンし
ない ..............................................................143
・Dレンジで 2速から 3速へシフトアップし
ない ..............................................................144
・Dレンジで 3速から 4速へシフトアップし
ない ..............................................................145
・Dレンジで 4速から 5速へシフトアップし
ない ..............................................................146
・ロックアップしない .....................................147
・ロックアップ状態を維持できない ...............147
・ロックアップが解除しない ..........................148
・減速時エンジン回転がアイドル回転数まで
戻らない .......................................................148
・5速→ 4速に変速しない ..............................149
・4速→ 3速に変速しない ..............................150
・3速→ 2速に変速しない ..............................150
・2速→ 1速に変速しない ..............................151
・１レンジでエンジンブレーキがかからない ..152
シフトコントロールシステム ............................153
・コントロールデバイスの取り外し、取り付
け ..................................................................153
・A/Tポジションの調整（2WD） .....................154
・A/Tポジションの調整（4WD） .....................154
・A/Tポジションの点検 ..................................154
シフトロックシステム .......................................156
・構成部品取付位置 .........................................156
・シフトロック回路図 .....................................156
・構成部品点検 ................................................156
・リバースブザー回路図 .................................157
キーインターロックケーブル ............................158
・取り外し、取り付け .....................................158
エアブリーザーホース .......................................160
・取り外し、取り付け .....................................160
トランスミッション ASSY ................................161
・車両からの脱着（2WD） ...............................161
・車両からの脱着（4WD） ...............................164
サービスデータ ..................................................167
・変速車速 .......................................................167
・5速完全ロックアップ車速 ...........................168
・スリップロックアップ車速 ..........................168
・ストール回転数 ............................................168
・ライン圧 .......................................................169
・ソレノイドバルブ .........................................169
・油温センサー ................................................169
・タービンセンサー .........................................169
・車速センサー 1（出力軸回転センサー） .......169

RE4R01B

作業上の注意 ......................................................170
・注意 ..............................................................170

準備品 ................................................................171
・特殊工具 .......................................................171

A/Tフルード ......................................................173
・交換 ..............................................................173
・点検 ..............................................................173

A/Tシステム ......................................................175
・断面図 ..........................................................175
・油圧回路図 ...................................................176
・シフトメカニズム ........................................176
・制御システム図 ............................................186
・ライン圧制御 ................................................186
・変速制御 .......................................................188
・ロックアップ制御 ........................................188
・エンジンブレーキコントロール ...................190
・コントロールバルブ .....................................191
故障診断 .............................................................193
・フェイルセーフ機能に関する注意点 ............193
・フェイルセーフ機能 .....................................193
・故障診断の進め方 ........................................194
・診断前点検 ...................................................199
・エンジン始動前の点検 .................................204
・アイドリング時の点検 .................................205
・走行テスト パート１ ....................................206
・走行テスト パート 2 .....................................208
・走行テスト パート 3 .....................................209
・変速車速 .......................................................210
・ロックアップ車速 ........................................211
・現象別故障診断早見表 .................................211
・構成部品取付位置 ........................................220
・回路図 ..........................................................221
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ..................................................................222
・CAN通信信号一覧 .......................................223
・CONSULT–Ⅱの機能 ...................................224
・自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない
場合） ............................................................229

車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統 ....231
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ..................................................................231
・点検要領 .......................................................231
・構成部品点検 ................................................232
車速センサー 2系統 ..........................................233
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ..................................................................233
・点検要領 .......................................................233
・構成部品点検 ................................................234
アクセルセンサー系統 .......................................235
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 .................235
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ..................................................................235
・点検要領 .......................................................235
・構成部品点検 ................................................236



AT - 4

シフトソレノイド A系統 .................................. 237
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 237
・点検要領 ...................................................... 237
・構成部品点検 ............................................... 238
シフトソレノイド B系統 .................................. 239
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 239
・点検要領 ...................................................... 239
・構成部品点検 ............................................... 240
オーバーランクラッチソレノイド系統 ............. 241
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 241
・点検要領 ...................................................... 241
・構成部品点検 ............................................... 242
ロックアップソレノイド系統 ............................ 243
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 ................. 243
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 243
・点検要領 ...................................................... 243
・構成部品点検 ............................................... 244
油温センサー系統及び A/Tコントロールユニッ
ト電源系統 ......................................................... 245
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 ................. 245
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 245
・点検要領 ...................................................... 245
・構成部品点検 ............................................... 247
エンジン回転信号系統 ....................................... 249
・点検要領 ...................................................... 249
タービンセンサー系統 ....................................... 250
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 250
・点検要領 ...................................................... 250
・構成部品点検 ............................................... 250
ライン圧ソレノイド系統 ................................... 251
・CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 ................. 251
・A/Tコントロールユニット入出力信号基準
値 ................................................................. 251
・点検要領 ...................................................... 251
・構成部品点検 ............................................... 252

CAN通信系統 .................................................... 254
・回路図 .......................................................... 254
・点検要領 ...................................................... 254
シフトコントロールユニット系統 ..................... 256
・点検要領 ...................................................... 256
・構成部品点検 ............................................... 256
インヒビター、マニュアルモード、ストップラ
ンプスイッチ及びアイドル、フル信号系統 ...... 258
・点検要領 ...................................................... 258
・構成部品点検 ............................................... 261
・ポジション表示灯故障診断（マニュアル
モード時） ..................................................... 262

A/Tモードスイッチ系統 .................................... 264
・点検要領 ...................................................... 264
・構成部品点検 ............................................... 265
現象別故障診断 ................................................. 266
・A/T電子制御システム警告灯が点灯しない . 266
・P及び Nレンジでエンジンが始動しない ... 267
・Pレンジに入れても車を押すと動いてしま
う ................................................................. 267
・Nレンジで車が動き出す ............................. 268
・Nから Rレンジへのシフトショックが大き
い ................................................................. 269
・Rレンジで走行不能又は極度の加速不良 .... 270
・Dレンジで走行不能又は極度の加速不良 .... 272
・1速から発進しない ..................................... 274
・D レンジで１速から 2速へシフトアップし
ない、又は 4速から 2速へキックダウンし
ない .............................................................. 277
・Dレンジで 2速から 3速へシフトアップし
ない .............................................................. 279
・Dレンジで 3速から 4速へシフトアップし
ない .............................................................. 281
・ロックアップしない .................................... 283
・ロックアップ状態を維持できない ............... 284
・減速時エンジン回転がアイドル回転数まで
戻らない ...................................................... 285

・Dレンジ→ 3M 時に 4速→ 3速に変速しな
い ................................................................. 287
・3速→ 2速に変速しない .............................. 287
・2速→ 1速に変速しない .............................. 288
・１レンジでエンジンブレーキがかからない . 289
・自己診断が出来ない .................................... 289
シフトコントロールシステム ............................ 293
・コントロールデバイスの取り外し、取り付
け ................................................................. 293
・A/Tポジションの調整 ................................. 294
・A/Tポジションの点検 ................................. 294
コントロールバルブ及びアキュムレーター ...... 296
・取り外し、取り付け .................................... 296
インヒビタースイッチ ...................................... 298
・取り外し、取り付け .................................... 298
車速センサー 1（出力軸回転センサー） ............ 299
・取り外し、取り付け .................................... 299
タービンセンサー .............................................. 300
・取り外し、取り付け .................................... 300
パーキングポール .............................................. 301
・取り外し、取り付け .................................... 301
リヤオイルシール .............................................. 302
・取り外し、取り付け .................................... 302
シフトロックシステム ...................................... 303
・構成部品取付位置 ........................................ 303
・シフトロック回路図 .................................... 303
・構成部品点検 ............................................... 303
・リバースブザー回路図 ................................. 304



AT - 5

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

キーインターロックケーブル ............................305
・取り外し、取り付け .....................................305
エアブリーザーホース .......................................307
・取り外し、取り付け .....................................307
トランスミッション ASSY ................................308
・車両からの脱着 ............................................308
・構成図 ...........................................................311
・油圧回路穴 ...................................................313
・ワッシャー類取付位置 .................................314
・分解、組み立て ............................................315
トルクコンバーター ...........................................344
・点検 ..............................................................344
・内部洗浄 .......................................................344
マニュアルシャフト ...........................................345
・分解、組み立て ............................................345
オイルポンプ ......................................................349
・分解、組み立て ............................................349
コントロールバルブ ASSY ................................352
・分解、組み立て ............................................352
コントロールバルブアッパーボディー ..............358
・分解、組み立て ............................................358
コントロールバルブロアボディー .....................362
・分解、組み立て ............................................362
リバースクラッチ ..............................................365
・分解、組み立て ............................................365
ハイクラッチ ......................................................370
・分解、組み立て ............................................370

フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチ ..374
・分解、組み立て ............................................374
ロー＆リバースブレーキ ...................................382
・分解、組み立て ............................................382
フォワードクラッチドラム ASSY .....................387
・分解、組み立て ............................................387
リヤインターナルギヤ及びフォワードクラッチ
ハブ ....................................................................390
・分解、組み立て ............................................390
バンドサーボピストン .......................................394
・分解、組み立て ............................................394
パーキングポール ..............................................399
・分解、組み立て ............................................399
サービスデータ ..................................................401
・変速車速 .......................................................401
・ロックアップ車速 ........................................401
・ストール回転数 ............................................401
・ライン圧 .......................................................401
・コントロールバルブ仕様 ..............................402
・コントロールバルブスプリング仕様 ............402
・アキュームレーター .....................................402
・バンドサーボピストン .................................403
・クラッチ＆ブレーキ .....................................403
・オイルポンプ＆ローワンウエイクラッチ ....405
・トータルエンドプレー .................................405
・リバースクラッチドラムエンドプレー ........405
・タンデムブレーキバンド張り調整 ...............405



作業上の注意

AT - 6

[RE5R05A]

作業上の注意 PFP:00001

注意 JCS005WP

• RE5R05A型トランスミションに不具合が発生した場合は、トランスミション ASSYで交換すること。

• A/Tフルードは必ず指定銘柄のフルードを使用すること。

• 作業中はペーパーウエスを使用すること。

• フルード交換後の廃油は、法例、条例等で定められた方法により処理すること。

• RE5R05A型トランスミッションを車両から脱着する際は、トランス

ミッション後端にあるコンパニオンフランジ部を支点とする作業は
行わない。

トランスミッション ASSY交換時の注意
• トランスミッション ASSY又は A/T C/U を交換するときは下記パターン表に照らし合わせて、A/Tコントロールユ

ニット内の EEPROMを消去すること。

EEPROM消去パターン

A/Tコントロールユニット内 EEPROM消去の方法

1. セレクトレバーを Rレンジに入れる。

2. アイドルスイッチを OFF(アクセルペダルを踏む）にする。

3. キースイッチを ONにする。

4. CONSULT-Ⅱの記憶消去で消去する。

トランスミッション内 ROM ASSYからデータ読み込み方法

A/T C/U内の EEPROMが消去されている状態及び Pレンジで、キースイッチ ONの状態。

ATA1623D

トランスミッション
ASSY

A/T C/U A/T C/U内 EEPROM消去 備考

新 新 必要なし
A/T C/U内 EEPROMが初期状態なので必要な
し。

旧 新 必要なし
A/T C/U内 EEPROMが初期状態なので必要な
し。

新 旧 必要あり
A/T C/U内 EEPROMにデータが書かれている
と、A/T C/Uはトランスミッション内
ROM ASSYからデータを読み込まないため。
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この状態で A/T C/Uは ROM ASSYからデータを読み込み、A/T C/U内 EEPROMへの書き込みを行う。

確認の方法
• 正常時：キースイッチ ONから約 2秒後、A/T電子制御システム警告灯が 2秒間点灯する。

• 異常時：キースイッチ ONしても、A/T電子制御システム警告灯が点灯しない。

異常時の対処

- A/T C/Uの交換を行う。

- トランスミッション ASSY交換を行う。
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準備品 PFP:00002

特殊工具 JCS005WQ

名称 用途

電子システム診断テスター
CONSULT-Ⅱ
EG1187 0000
診断用プログラムカード
EG1187 0100
（バージョン JJD01B）

システムの点検、診断

オイルプレッシャーゲージ ASSY
ST2505 S001
1. ST2505 1001オイルプレッシャー
ゲージ

2. ST2505 2000ゴムホース
3. ST2505 3000ジョイントパイプ
4. ST2505 4000アダプター大
5. ST2505 5000アダプター小

トランスミッション油圧測定

アダプター
KV311 03600
（ST2505 4000アダプター小 用）

ZZA1207D

ZZA0600D

ZZA1227D
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A/Tフルード PFP:KLE40

交換 JCS005WR

• フルード交換は、アイドリング状態でチャージングパイプから新油を入れ、同時にラジエータークーラーホース戻
り側より抜く。

• 排油の色が新油の色とほぼ同じになれば交換終了の目安である。このときの新油使用量は、規定量の 3 ～ 5 割増が

目安である。

注意 : • 必ず指定銘柄のフルードを使用すること。指定銘柄以外のフルードの使用又は混用、あるいは誤使用すると

本来の性能が発揮できないばかりか重大な故障の原因となる恐れがある。

• ウエスはペーパーウエスを使用し、布ウエスは使用しないこと。

• 交換後、フルード量の点検を必ず実施すること。

交換時期

点検 JCS005WS

量点検
量点検は HOT条件（フルード温度 50～ 80℃）にし、下記の要領で行うこと。

1. エンジン暖機終了後、約 10分間市街地走行する。（外気温 20℃のときは通常 10分間の走行でフルード温度は 50

～ 80℃に上昇する。）

2. 車両を水平な場所に置く。

3. パーキングブレーキを確実に作動させる。

4. エンジンをアイドリング状態にし、ブレーキペダルを踏みながらセレクトレバーを Pから Dまで一巡させる。

5. P又は Nレンジでフルード量がオイルレベルゲージ（HOT側）の範囲内にあるか点検する。

注意 : • 低いフルード温度（30 ～ 50 ℃）でフルード量を点検する必要がある場合は、レベルゲージの「COLD」

レベル内に調整した後、必ず上記 HOT条件でフルード量を確認すること。

• オイルレベルゲージのフルードをふき取る際は、ペーパーウエスを使用すること。

• オイルレベルゲージはストッパーにてチャージングパイプに確実に固定すること。

状態点検

使用フルード ：ニッサンマチックフルード J

規定量 ：約 10.3㍑

自家用、レンタカー ：分解整備時に給油

フルードの状態 考えられる要因 必要な作業

バーニッシュ化
している
（ドロドロして
ニス状になる）

クラッチ、バン
ド等が焼損して
いる

フルードを交換し、A/T本
体、もしくは車両（ハーネ
ス配線、クーラー配管等）、
いずれかに問題がないか点
検を行う

乳白色、もしく
は白濁している 水を含んでいる

フルードを交換し、水入り
箇所の有無の点検を行う

金属粉が大量に
混じっている

A/T内のしゅう
動部品が異常摩
耗している

フルードを交換し、A/T作動
不良等の有無の点検を行う

ATA0022D



A/Tシステム

AT - 10

[RE5R05A]

A/Tシステム PFP:31036

断面図（2WD） JCS005WT

断面図（4WD） JCS006C0

SCIA0900J

AT-0610D
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油圧回路図 JCS005WU

PCIA0001J
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シフトメカニズム JCS005WV

構造図

クラッチ・ブレーキ機能表

1 フロントブレーキ 2 インプットクラッチ 3 ダイレクトクラッチ
4 ハイ &ローリバースクラッチ 5 リバースブレーキ 6 フォワードクラッチ

7 ローコーストブレーキ 8 1st ワンウエイクラッチ 9 フォワードワンウエイクラッチ

10 3rd ワンウエイクラッチ 11 フロントサンギヤ 12 インプットシャフト

13 ミッドインターナルギヤ 14 フロントインターナルギヤ 15 リヤキャリア
16 リヤサンギヤ 17 ミッドサンギヤ 18 フロントキャリア
19 ミッドキャリア 20 リヤインターナルギヤ 21 アウトプットシャフト

22 パーキングギヤ 23 パーキングポール

PCIA0002J

部品名称 略号 機能

フロントブレーキ (1) Fr/B フロントサンギヤ (11)を固定

インプットクラッチ (2) I/C
インプットシャフト (12)とミッドインターナルギヤ (13)、フロン
トインターナルギヤ (14)を接続

ダイレクトクラッチ (3) D/C リヤキャリア (15)とリヤサンギヤ (16)を接続

ハイ＆ローリバースクラッチ (4) H&LR/C ミッドサンギヤ (17)とリヤサンギヤ (16)を接続

リバースブレーキ (5) R/B リヤキャリア (15)を固定

フォワードブレーキ (6) Fwd/B ミッドサンギヤ (17)を固定

ローコーストブレーキ (7) LC/B ミッドサンギヤ (17)を固定

1stワンウエイクラッチ (8) 1st OWC
ミッドサンギヤ (17)に対してリヤサンギヤ (16)の正転方向の回転
をフリー、逆転は固定

フォワードワンウエイクラッチ (9) Fwd OWC ミッドサンギヤ (17)の正転方向の回転をフリー、逆転は固定

3rdワンウエイクラッチ (10) 3rd WOC フロントサンギヤ (11)の正転方向の回転をフリー、逆転は固定
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構成部品と作動状態

AT-0594D
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Nレンジと Pレンジ

Nレンジ

フォワードブレーキおよびリバースブレーキはともに開放状態にあるため、インプットシャフトの駆動力はアウト
プットシャフトに伝達されません。

Pレンジ

• N レンジと同様、フォワードブレーキおよびリバースブレーキはともに開放状態にあるため、インプットシャフト

の駆動力はアウトプットシャフトに伝達されません。

• セレクトレバーと連動しているパーキングポールがパーキングギヤとかみ合い、アウトプットシャフトを機械的に
固定します。

D、M2、M3、M4、M5レンジ 1速
• フロントブレーキ固定。

• フォワードブレーキおよびフォワードワンウエイクラッチが作用し、ミッドサンギヤの逆転を規制。

• ファーストワンウエイクラッチが作用し、リヤサンギヤの逆転を規制。

• サードワンウエイクラッチが作用し、フロントサンギヤの逆転を規制。

• 減速時はミッドサンギヤが正転するため、フォワードワンウエイクラッチが空転し、エンジンブレーキは作用しな
い。

PCIA0003J
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M1レンジ 1速
• フロントブレーキ固定。

• フォワードブレーキおよびフォワードワンウエイクラッチが作用し、ミッドサンギヤの逆転を規制。

• ファーストワンウエイクラッチが作用し、リヤサンギヤの逆転を規制。

• サードワンウエイクラッチが作用し、フロントサンギヤの逆転を規制。

• 減速時はミッドサンギヤが正転するため、フォワードワンウエイクラッチが空転し、エンジンブレーキは作用しな
い。

• ローコーストブレーキが作用し、ミッドサンギヤを固定する。

• 減速時、ローコーストブレーキにより、ミッドサンギヤの正転が規制されエンジンブレーキが作用する。

PCIA0004J
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D、M3、M4、M5レンジ 2速
• フロントブレーキ固定。

• フォワードブレーキおよびフォワードワンウエイクラッチが作用し、ミッドサンギヤの逆転を規制。

• サードワンウエイクラッチが作用し、フロントサンギヤの逆転を規制。

• ダイレクトクラッチが締結し、リヤキャリアとリヤサンギヤを接続。

PCIA0004J
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M2レンジ 2速
• フロントブレーキ固定。

• フォワードブレーキおよびフォワードワンウエイクラッチが作用し、ミッドサンギヤの逆転を規制。

• サードワンウエイクラッチが作用し、フロントサンギヤの逆転を規制。

• ダイレクトクラッチが締結し、リヤキャリアとリヤサンギヤを接続。

• ローコーストブレーキが作用。

• エンジンブレーキ作用。

PCIA0004J
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D、M3、M4、M5レンジ 3速
• フロントブレーキ固定。

• サードワンウエイクラッチが作用し、フロントサンギヤの逆転を規制。

• ハイ＆ローリバースクラッチが締結し、ミッドサンギヤとリヤサンギヤを接続。

PCIA0004J
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D、M4、M5レンジ 4速
• フロントブレーキ開放。サンギヤ正転。

• インプットクラッチが締結し、フロントインターナルギヤとミッドインターナルギヤを接続。

• 駆動力は、フロントインターナルギヤ、ミッドインターナルギヤ、リヤキャリヤに伝達され、3個の遊星ギヤが一体

で正転する。

PCIA0004J
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D、M5レンジ 5速
• フロントブレーキが作用し、フロントサンギヤを固定。

• ダイレクトクラッチが開放され、リヤキャリヤとリヤサンギヤの接続を解除。

PCIA0004J

PCIA0005J
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Rレンジ
• フロントブレーキが作用し、フロントサンギヤを固定。

• ハイアンドローリバースクラッチが締結し、ミッドサンギヤとリヤサンギヤを接続。

• リバースブレーキが作用し、リヤキャリアを固定。

PCIA0006J
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制御システム図 JCS005WW

ライン圧制御 JCS005WX

• エンジン駆動力に相当する入力トルク信号が ECCS C/Uから A/T C/Uへ送ると、A/T C/Uがライン圧ソレノイドを

制御します。

• このライン圧ソレノイドで制御されたライン圧ソレノイド圧を信号圧としてプレッシャーレギュレーターバルブを
制御し、オイルポンプから吐出された作動油圧を走行状態に応じて最も適したライン圧に調圧します。

ライン圧システム図

A/T C/Uのライン圧特性パターンに基づくライン圧制御
• A/T C/Uには走行状態に応じた最適ライン圧特性を数パターン記憶させてあります。

• 走行状態に適したライン圧特性となるように A/T C/Uが選択したライン圧特性となるように A/T C/Uがライン圧ソ

レノイドの電流値を制御してライン圧を制御します。

AT-0614D

PCIA0007J
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通常時ライン圧制御
エンジン駆動力に見合った各クラッチが必要な圧力に調圧します。

セレクト操作によるエンジンブレーキ時のライン圧制御
走行中にセレクト操作を行いシフトダウンする場合は、車速に応じた
ライン圧とします。

変速時ライン圧制御
変速のために必要十分なライン圧に設定します。そのため、ライン圧
特性は、入力トルク、変速の種類に応じた設定としています。

PCIA0008J

PCIA0009J

PCIA0010J
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低温時ライン圧制御
A/T フルードの温度が定められた温度以下となった時、各摩擦要素の

作動を早めるため、通常時ライン圧特性よりも高くなるよう設定して
あります。

変速制御 JCS005WY

• 各スイッチ、センサーからの信号により、クラッチ圧制御用ソレノイドを駆動し、エンジンの負荷状態と車両の走
行状態に適したクラッチ圧を調圧し、クラッチ油圧を高精度にきめ細かに制御することが可能になり、より滑らか
な変速特性を実現しています。

変速概要
エンジン回転数、エンジントルク情報等により最適なタイミングと油圧でクラッチを制御します。

変速概要図

ロックアップ制御 JCS005WZ

ロックアップ制御とは、トルクコンバーター内のロックアップピストンを締結することにより、トルクコンバーター
のすべりをなくし伝達効率を上げるものです。

A/T C/U からの信号によりロックアップソレノイドを制御してロックアップコントロールバルブの作動を制御し、ト

ルクコンバーターのロックアップピストンを締結あるいは解除します。

PCIA0011J

PCIA0012J

PCIA0013J
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ロックアップ作動条件表

ロックアップコントロールバルブの制御
• ロックアップコントロールバルブには、ロックアップピストン室への作動油圧供給回路が接続されており、バルブ
切換えは、A/T C/Uからの信号によりロックアップソレノイドが行います。

• これにより、ロックアップピストン室へ供給する作動油圧の回路を解放側または締結側に制御します。

ロックアップ制御システム図

ロックアップ解除状態
• ロックアップ解除状態では、ロックアップソレノイドによりロックアップコントロールバルブを非ロックアップ状
態としロックアップアプライ圧をドレーンします。

これにより、ロックアップピストンは締結しません。

ロックアップ締結状態
• ロックアップ締結状態では、ロックアップソレノイドによりロックアップコントロールバルブをロックアップ状態
としロックアップアプライ圧を発生します。

これにより、ロックアップピストンを押して締結します。

スムーズロックアップ制御
ロックアップ解放状態からロックアップ締結状態へ移行する際、ロックアップソレノイドへ出力される電流値を A/T

C/Uで制御します。

これにより、ロックアップ締状態へ移行する際にロックアップクラッチを一時的に半クラッチ状態とし、ショックを
低減しています。

半クラッチ状態
• A/T C/U よりロックアップソレノイドへ出力される電流値を変化させロックアップソレノイド圧を徐々に増加させ

ます。

これにより、ロックアップアプライ圧は徐々に上昇し、ロックアップピストンを半クラッチ状態としながらロック
アップピストンへの押付力を増してなめらかに締結を完了させます。

スリップロックアップ制御
• スリップ領域では、ロックアップソレノイドの電流値を A/T C/U で制御し、半クラッチ状態とします。これにより

エンジンのトルク変動を吸収し、低速からロックアップが作動します。

これにより、3,4,5速低速でかつ、アクセル低開度時の燃費を向上させました。

セレクトレバー Dレンジ ,M5レンジ M4レンジ M3レンジ M2レンジ

ギヤポジション 5 4 3 4 3 2

ロックアップ ○ － － ○ ○ ○

スリップロックアップ ○ ○ ○ － － －

PCIA0014J
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エンジンブレーキコントロール JCS005X0

• フォワードワンウェイクラッチはエンジンからの駆動力を後輪へ伝えますが後輪からの逆駆動はワンウェイクラッ
チが空転するためエンジンへ伝えません。

このため、ローコーストブレーキソレノイドを作動させてフォワードワンウェイクラッチの空転を防止しエンジン
ブレーキを従来と同様に作用させます。

エンジンブレーキ制御システム図

• ローコーストブレーキソレノイドの作動により、ローコーストブレーキスイッチバルブを切換え、ローコーストブ
レーキの締結、解放を制御します。

ローコーストブレーキリデューシングバルブはローコーストブレーキの締結力を制御します。

コントロールバルブ JCS005X1

コントロールバルブの機能

PCIA0015J

名称 機能

• トルクコンバーターレギュレーター
バルブ

トルクコンバーターへの供給圧が過大になるのを防止するため、ライン圧を
最適な圧力（トルクコンバーター作動圧）に調圧する。

• プレッシャーレギュレーターバルブ
• プレッシャーレギュレータープラグ
• プレッシャーレギュレータースリー
プ

オイルポンプから吐出されるオイルを走行状態に応じた最適な圧力（ライン
圧）に調圧する。

• フロントブレーキコントロールバル
ブ

• フロントブレーキ締結の際、ライン圧を最適な圧力（フロントブレーキ圧）
に調圧し、フロントブレーキへ供給する。（1,2,3,5速において、クラッチ
圧を調圧）

• アキュームコントロールバルブ アキュームピストン、ローコーストレデューシングバルブへ作用する圧力
（アキュームコントロール圧）を走行状態に応じた圧力に調圧する。

• パイロットバルブ A
ライン圧を調圧して、ライン圧制御、変速制御、ロックアップ制御に要する
一定の圧力（パイロット圧）を作る。

• パイロットバルブ B ライン圧を調圧して、変速制御に要する一定の圧力（パイロット圧）を作る。

• ローコーストブレーキスイッチング
弁

エンジンブレーキ作動時にローコーストブレーキレデューシングバルブにラ
イン圧を供給する。

• ローコーストブレーキレデューシン
グバルブ

ローコーストブレーキ締結の際、ライン圧を最適な圧力（ローコーストブ
レーキ圧）に調圧し、ローコーストブレーキへ供給する。

• N-Rアキュームレーター N-Rセレクト時に棚圧を作る

• ダイレクトクラッチピストンスイッ
チングバルブ

4速時に作動しダイレクトクラッチの締結容量を切り換える。
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油圧スイッチの機能

• ハイ &ローリバースクラッチコン
トロールバルブ

ハイ &ローリバースクラッチ締結の際、ライン圧を最適な圧力（ハイ &ロー
リバースクラッチ圧）に調圧し、ハイ &ローリバースクラッチへ供給する。
（1,3,4,5速において、クラッチ圧を調圧）

• ンプットクラッチコントロールバル
ブ

インプットクラッチ締結の際、ライン圧を最適な圧力（インプットクラッチ
圧）に調圧し、インプットクラッチへ供給する。（4,5速において、クラッチ
圧を調圧）

• ダイレクトクラッチコントロールバ
ルブ

ダイレクトクラッチ締結の際、ライン圧を最適な圧力（ダイレクトクラッチ
圧）に調圧し、ダイレクトクラッチへ供給する。（2,3,4速において、クラッ
チ圧を調圧）

• ロックアップコントロールバルブ
• ロックアップコントロールプラグ
• ロックアップコントロールスリープ

ロックアップを作動または解放に切り換える。また、ロックアップ作動を過
渡的に行うことにより、なめらかにロックアップを行う。

• トルクコンバータールプリケーショ
ンバルブ

ロックアップ時に作動しトルクコンバーター、冷却、潤滑系の油路を切り換
える。

• クールバイパスバルブ クーラー回路の余剰な油を送らずバイパスさせる。

• ラインプレッシャーリリーフバルブ ライン圧回路の余剰な油を排出する。

• N-Dアキュムレーター N-Dセレクト時に棚圧を作る。

• マニュアルバルブ
各セレクトポジションに応じて、ライン圧を各回路に配送する。ライン圧が
配送されない回路は、ドレーンとなる。

名称 機能

名称 機能

油圧スイッチ 1（FR/B)
フロントブレーキ油圧の異常を検知し、異常の場合はフェールセーフモード
に入れる。

油圧スイッチ 2（LC/B）
ローコーストブレーキ油圧の異常を検知し、異常の場合はフェールセーフ
モードに入れる。

油圧スイッチ 3（I/C）
インプットクラッチ油圧の異常を検知し、異常の場合はフェールセーフモー
ドに入れる。

油圧スイッチ 5（D/C）
ダイレクトクラッチ油圧の異常を検知し、異常の場合はフェールセーフモー
ドに入れる。

油圧スイッチ 6（H&LR/C）
ハイ &ローリバースクラッチ油圧の異常を検知し、異常の場合はフェール
セーフモードに入れる。
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故障診断 PFP:00004

フェイルセーフ機能に関する注意点 JCS005X2

A/T C/U は電気的なフェイルセーフモードを持っている。このモードは、主な電子制御の入出力部品の信号回路が損

傷しても運転ができるよう作用する。フェイルセーフモード下ではセレクトレバーが “D” 及び M モードのいずれに

あっても 2,4及び 5（故障部位による）速に固定されるため、お客様は “すべり ”または “加速不良 ”を感じるはずで

ある。フェールセーフモードが作動したときは、キースイッチを ONにすると A/T電子制御システム警告灯が約 8秒

間点滅する。（「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) の項を参照すること。）

電子回路が正常でも特殊な条件下（たとえば、激しいホイールスピンの状態から急ブレーキを踏み、タイヤの回転を
止めた時）ではフェイルセーフモードに入ることがある。この場合は、キースイッチを OFFにし、5秒後に ONにす

ることにより、正常なシフトパターンに戻すことができる。 また、 A/T電子制御システム警告灯 は一度だけ 8秒間点滅

し、消去される。

従って、お客様の車は正常に戻っていることがあるので、“診断フロー ”に従って対処すること。自己診断を実施する

と以下のような結果となる。

初回は車速センサー 1 又は車速センサー 2 の損傷を表示する。センサーを点検した後、2 回目の自己診断を実施して

も何も表示されない。

フェイルセーフ機能 JCS005X3

• 各センサー及び各ソレノイドに異常が発生した場合、運転性を損なうことなく制御させる機能です。
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制御項目と入・出力一覧

注 1：車速センサー 1（トランスミッション取り付け）の予備
注 2：スロットルセンサーの予備
注 3：これらの入・出力信号が異常になると A/T C/Uがフェイルセーフ機能を作用させる。
注 4：自己診断の開始条件として使用し、自己診断が開始されなければいずれかの異常と判断する。

車速センサー 1（出力軸回転センサー）
• トランスミッションに取り付けられている車速センサー1（出力軸回転センサー）とコンビネーションメーターから

CAN通信により入力している車速信号の 2系統から信号を入力しているので、1系統に異常が発生しても通常走行

が可能。

スロットルセンサー信号
• ECCS C/U から送信されるアイドル信号及びフル信号 (CAN 通信により入力 ) によりアクセル開度を検知し、ライ

ン圧を下表のように制御する。

制御項目 ライン圧
制御

変速制御
シフトパ
ターン選
択制御

ロック
アップ制
御

エンジン
ブレーキ
制御

フェイル
セイフ機
能

自己診断
機能

入
力

スロットルセンサー信号 ○ ○ ○ ○ ○ ○注 3 ○

車速セン
サー１

トランスミッ
ション取付
（出力軸回転
センサー）

○ ○ ○ ○ ○注 3 ○

車速信号
（コンビネーションメー
ターより）

○注 1 ○注 1 ○注 1 ○注 1 ○

エンジン回転信号 ○ ○

タービンセンサー 1 ○ ○ ○注 3 ○

タービンセンサー 2（4速
時のみ）

○ ○ ○注 3 ○

アイドル信号 ○注 2 ○注 2 ○ ○注 2 ○注 4

フル信号 ○注 2 ○注 2 ○注 2 ○注 4

インヒビター SW ○ ○ ○ ○ ○ ○注 3 ○注 4

A/Tモード SW（4WDはス
ノーシンクロモード SW） ○

ストップランプ SW ○ ○ ○注 4

油温センサー 1、2 ○ ○ ○ ○ ○注 3 ○

A/T C/U電源電圧信号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

出
力

ダイレクトクラッチソレノ
イド（油圧 SW5）

○ ○ ○注 3 ○

インプットクラッチソレノ
イド（油圧 SW3）

○ ○ ○注 3 ○

ハイ &ローリバースクラッ
チソレノイド            （油圧
SW6）

○ ○ ○注 3 ○

フロントブレーキソレノイ
ド（油圧 SW1）

○ ○ ○注 3 ○

ローコーストブレーキソレ
ノイド（油圧 SW2）

○ ○ ○ ○注 3 ○

ライン圧ソレノイド ○ ○ ○ ○ ○ ○注 3 ○

ロックアップソレノイド ○ ○注 3 ○

A/T電子制御システム警告
灯

○
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インヒビタースイッチ
• A/T C/U に万一異常信号が入った場合、レンジインジケーター OFF、スターターモーターリレーを OFF（スター

ター始動不能）、Dレンジ固定 (変速は、する )とし走行を可能とする。

スターターモーターリレー
• スターターモーターリレーを OFFとする。（スターター始動不能）

A/Tインターロック判定
• A/Tインターロック判定異常時は、2速、4速又は 5速固定とし走行を可能とする。

（2速又は 5速固定走行時タービンセンサー異常と表示されるがタービンセンサーに異常はない。）

下記締結パターンを検知した場合、各パターンに対応したフェイルセーフを実行する。

A/Tインターロック締結パターン表

A/T 1速エンジンブレーキ判定
• A/T 1速エンジンブレーキ判定異常時は、ローコーストブレーキソレノイドを OFFとしエンジンブレーキがかから

ない状態とする。

ライン圧ソレノイド
• ソレノイドを OFFさせてライン圧を最大油圧にして 走行を可能とする 。

ロックアップソレノイド
• ソレノイドを OFFさせてロックアップを解除する。

ローコーストブレーキソレノイド
• ソレノイド ON 異常時（電気・機能異常）2 速固定、OFF 異常時（電気・機能異常）4 速固定とし走行を可能とす

る。(1、2速ではエンジンブレーキは、かからない状態とする。)

インプットクラッチソレノイド
• ソレノイド ON、OFF異常時（電気・機能異常）4速固定とし走行を可能とする。

アイドル フル ライン圧 アクセル開度

– ON
最大油圧

4/8

OFF OFF 2/8

ON OFF 最小油圧 0/8

ギヤ
ポジション

油圧 SW出力
フェイル
セーフ

フェイルセーフ後の
クラッチ圧出力パターン

SW3  
(I/C)

SW6 
(H&LR

/C)

SW5  
(D/C)

SW1  
(Fr/B)

SW2 
(LC/B)

I/C
H&L
R/C

D/C Fr/B LC/B L/U

A/Tイン
ターロッ
ク締結パ
ターン

1
● ○ ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

○ ● ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

2
● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

3
○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

4
○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

○ ○ ● 5速固定 ON ON OFF ON OFF OFF

5
○ ○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

○ ● ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF
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ダイレクトクラッチソレノイド
• ソレノイド ON、OFF異常時（電気・機能異常）4速固定とし走行を可能とする。

フロントブレーキクラッチソレノイド
• ソレノイド ON異常時（電気異常）5速固定、OFF異常時（電気異常）4速固定とし走行を可能とする。

• ソレノイド ON異常時（機能異常）5速固定、OFF異常時（機能異常）4速固定とし 走行を可能とする。

ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド
• ソレノイド ON、OFF異常時（電気・機能異常）4速固定とし走行を可能とする。

タービンセンサー 1、2
• タービンセンサー無しと同じ制御になり、車速センサー 1からの制御となる。

故障診断の進め方 JCS005X4

故障診断を早く正確に行うためには、故障内容を正しく理解することが大切である。一般的にお客様によって同じ不
具合でも捕らえ方が異なる。お客様の苦情については、不具合現象及び発生状況を具体的に理解することが必要であ
る。

適切な故障診断を行うために、添付の“問診シート”及び“診断シート”を活用すること。

はじめに
• A/T C/U は車速センサー、アクセルセンサー、インヒビタースイッチから信号を受け、ソレノイドバルブによって

シフト及びロックアップを制御する。このため、A/T 作動中は入出力信号が正しく安定したものでなければならな

い。また、A/Tシステムが正常に作動するためには、バルブの固着やソレノイドバルブの不具合があってはならない。

• 連続して発生する不具合よりも、再現性のない不具合の方が診断は困難である。電気的な接続不良や配線不良が原
因になっていることが多い。これらの場合は関係する回路を充分点検し、まちがえて正常な部品を交換しないよう
注意が必要である。

• 目視点検だけでは原因が掴めないときは、後述の“診断フロー”に従って、CONSULT–Ⅱやサーキットテスターを

接続し、ロードテストを行う。

• 運転性の苦情があるときは、点検を始める前にお客様と話す時間をとること。特に再現性のない不具合については
診断に役立つ情報が期待できる。

• 添付の診断シートを利用して、どの現象がどのような条件下で発生するか具体的に掴むこと。

• 最初は基本的な部位から点検すると、特に電子制御された車両の運転性不具合は診断し易くなる。
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診断フロー

ATN2356D
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問診シート例
お客様情報

問診のポイント

• 何が．．．．．．．．．．．．．．．．車種、エンジン型式

• いつ．．．．．．．．．．．．．．．．日時、発生頻度

• どこで．．．．．．．．．．．．．．道路状況

• どのような状態で．．．．走行状態、環境

• どのようになった．．．．現象

診断シート例

お客様名 車両型式 シャシー No.

A/Tモデル エンジン 走行ｋｍ

不具合発生日 初年度登録 入庫年月日

発生頻度 □いつも        □ある条件で       □時々（   回 /日）

現象

□車が動かない （□全レンジ  □あるレンジ）

□シフトアップしない（□ 1st→ 2nd   □ 2nd→ 3rd   □ 3rd→ O/D

□シフトダウンしない（□ O/D→ 3rd   □ 3rd→ 2nd    □ 2nd→ 1st）

□ロックアップ不具合

□変速点高すぎ又は低すぎ

□変速ショック又はすべり（□ N→ D   □ロックアップ  □ D、R，Ｍレンジ

□異音または振動

□キックダウンしない

□レンジを変えても変速パターンが変わらない

□その他
（                                      ）

A/T電子制御システム警告灯
約 8秒間点滅 □走行中点灯

□連続点灯 □点灯しない

1 □“フェイルセーフ機能に関する注意点”の項を読み、お客様の苦情を理解する。 (AT-28)

2

□ A/Tフルード点検

(AT-35)□漏れ（不具合部位を修理）
□状態
□量

3

□ストールテスト及びライン圧点検

(AT-36)、
(AT-37)

□ストールテスト

□トルクコンバータワンウェイクラッチ
□インプットクラッチ
□フロントブレーキ
□ダイレクトクラッチ
□ハイ＆ローリバースクラッチ
□ローコーストブレーキ
□フォワードブレーキ
□フォワードワンウェイクラッチ

□ 1ST ワンウェイクラッチ
□ 3RD ワンウェイクラッチ
□エンジン
□ライン圧が低い
□クラッチ及びブレーキはイン
プットクラッチ及びフロントブ
レーキを除き OK

□ライン圧点検－不具合部品：
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4

□全ロードテストを行い、要点検項目にチェック記入 (AT-39)

4‐ 1

エンジン始動前点検
(AT-40)

□自己診断実施－検出された項目にチェック記入

□車速センサー 1（A/T）
□車速センサー 2（メーター）
□ダイレクトクラッチソレノイドバルブ
□ロックアップソレノイドバルブ
□ライン圧ソレノイドバルブ
□インプットクラッチソレノイドバルブ
□フロントブレーキソレノイドバルブ
□ローコーストブレーキソレノイドバルブ
□ハイ＆ローリバースクラッチソレノイドバルブ
□インヒビタースイッチ
□油温センサー 1, 2
□タービンセンサー 1, 2
□ A/T インターロック
□ A/T 1 速 エンジンブレーキ
□スタート信号
□スロットルセンサー
□エンジン回転信号
□ CAN 通信
□ A/T C/U電源
□バッテリー
□その他

4‐ 2

アイドリング時の点検

(AT-40)

□ A/T電子制御システム警告灯が点灯しない。(AT-135)
□ Pまたは Nレンジでエンジンが始動しない。(AT-136)
□ Pレンジで車を押すと動いてしまう。(AT-136)
□ Nレンジで車が動いてしまう。(AT-137)
□ Nから Dレンジにシフトすると過大なショックがある。(AT-138)
□ Rレンジで後進できない。(AT-139)
□ Dレンジで前進できない。(AT-140)

4‐ 3

走行テスト

(AT-42)、
(AT-44)

パート 1

□ D1 からスタートしない。(AT-141)
□ D1 → D2 へ変速しない。又は D4 → D2   へキックダウンしない。(AT-143)
□ D2 → D3  へ変速しない。(AT-144)
□ D3 → D4  へ変速しない。(AT-145)
□ D4 → D5  へ変速しない。(AT-146)
□ロックアップしない。(AT-147)
□ロックアップ状態を保持しない。(AT-147)
□ロックアップが解除しない。(AT-148)
□エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。(AT-148)

パート 2

□Ｄ1 からスタートしない。(AT-141)
□Ｄ1 →Ｄ2 へ変速しない。又はＤ4 →Ｄ2    へキックダウンしない。(AT-143)
□Ｄ2 → D3  へ変速しない。(AT-144)
□Ｄ3 →Ｄ4  へ変速しない。(AT-145)
□Ｄ4 →Ｄ4 へ変速しない。(AT-146)



故障診断

AT - 35

[RE5R05A]

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

診断前点検 JCS005X5

A/Tフルード点検

液漏れ及び油面高さ
• 油漏れ及びフルード量を点検する。

量点検は HOT条件（フルード温度 50～ 80℃）にし、下記の要領で行うこと。

1. エンジン暖機終了後、約 10分間市街地走行する。（外気温 20℃のときは通常 10分間の走行でフルード温度は 50

～ 80℃に上昇する。）

2. 車両を水平な場所に置く。

3. パーキングブレーキを確実に作動させる。

4. エンジンをアイドリング状態にし、ブレーキペダルを踏みながらセレクトレバーを Pから Dまで一巡させる。

5. P又は Nレンジでフルード量がオイルレベルゲージ（HOT側）の範囲内にあるか点検する。

注意 : • 低いフルード温度（30 ～ 50 ℃）でフルード量を点検する必要がある場合は、レベルゲージの「COLD」

レベル内に調整した後、必ず上記 HOT条件でフルード量を確認すること。

• オイルレベルゲージのフルードをふき取る際は、ペーパーウエスを使用すること。

• オイルレベルゲージはストッパーにてチャージングパイプに確実に固定すること。

4-3

パート 3

(AT-45)

□エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。(AT-148)
□ 5速→ 4速 変速しない。(AT-149)
□ 4速→ 3速 変速しない。(AT-150)
□ 3速→ 2速 変速しない。(AT-150)
□ 2速 → 1速変速しない。(AT-151)
□エンジンブレーキがきかない。(AT-152)
□自己診断実施－検出された項目にチェック記入

□車速センサー 1（A/T）
□車速センサー 2（メーター）
□ダイレクトクラッチソレノイドバルブ
□ロックアップソレノイドバルブ
□ライン圧ソレノイドバルブ
□インプットクラッチソレノイドバルブ
□フロントブレーキソレノイドバルブ
□ローコーストブレーキソレノイドバルブ
□ハイ＆ローリバースクラッチソレノイドバルブ
□インヒビタースイッチ
□油温センサー 1, 2
□タービンセンサー 1, 2
□ A/T インターロック
□ A/T 1 速 エンジンブレーキ
□スタート信号
□スロットルセンサー
□エンジン回転信号
□ CAN 通信
□ A/T C/U電源
□バッテリー
□その他

5 □自己診断 NG項目について各系統を点検し不具合部品を修理又は交換する。

6 □全ロードテストを実施し、必要項目に再度チェック記入。 (AT-39)

7
□残りの NG項目について “診断手順 ”を実施し、不具合部品を修理又は交換する。
現象別故障診断早見表を参照のこと。（早見表にはその他の現象と点検手順も記載してある。）

(AT-47)

8 □自己診断結果を A/T C/Uから消去する。
(AT-58)、
(AT-64)
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状態
フルードの状態を点検する。

ストールテスト

テスト手順

1. エンジンオイル量を点検する。必要なら補充する。

2. 約 10 分間走行後、A/T フルードが 50 ～ 80 ℃になるまで暖機し、

A/Tフルード量を点検する。必要なら補充する。

参考 : 外気温 20 ℃のときは、通常約 10 分間の市街地走行で A/T

フルードが 50～ 80℃に上昇する。

3. パーキングブレーキを確実に作動させ、タイヤに輪止めをする。

4. エンジンをスタートし、フットブレーキを踏み、セレクトレバーを
Dレンジに入れる。

フルードの状態 考えられる要因 必要な作業

バーニッシュ化
している
（ドロドロして
ニス状になる）

クラッチ、バン
ド等が焼損して
いる

フルードを交換し、A/T本
体、もしくは車両（ハーネ
ス配線、クーラー配管等）、
いずれかに問題がないか点
検を行う

乳白色、もしく
は白濁している 水を含んでいる

フルードを交換し、水入り
箇所の有無の点検を行う

金属粉が大量に
混じっている

A/T内のしゅう
動部品が異常摩
耗している

フルードを交換し、A/T作動
不良等の有無の点検を行う

ATA0022D

ATN0036D

ATN1449D

ATN0063D
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5. フットブレーキを踏みながら徐々にアクセルペダルを踏み込んで
いく。

6. すばやくストール回転数を読み取る。そしてすばやくアクセルから
足を放す。

注意 : テスト中 5秒以上アクセルペダルを踏まないこと。

7. セレクトレバーを Nレンジにいれる。

8. A/Tフルードを冷却する。

注意 : 少なくとも 1分以上アイドル回転でエンジンを回すこと。

不具合箇所の絞り込み

O:ストール回転基準値以内
H:ストール回転が基準値より高い
L:ストール回転が基準値より低い

ストール回転が基準値内のとき

ライン圧テスト

ライン圧検出ポート

基準値 ：2400～ 2700rpm

ATN0187D

セレクトレバー
位置 予想される不具合箇所

D,M R

ストール
回転状態

H O

• フォワードブレーキ
• フォワードワンウエイクラッチ
• 1stワンウエイクラッチ
• 3rdワンウエイクラッチ

O H
• フロントブレーキ
• リバースクラッチ
• 1stワンウエイクラッチ

L L • エンジン及びトルクコンバーターワンウエイクラッチ

H H • ライン圧が低い

O O • トルクコンバーター内のワンウエイクラッチ固着または別項のテストで確認

D,Mレンジ 1→2へシフトアップしない 2、3、4速で滑り ダイレクトクラッチ滑り

D,Mレンジ 2→3へシフトアップしない 3、4、5速で滑り ハイ &ローリバースクラッチ滑り

D,Mレンジ 3→4へシフトアップしない 4、5速で滑り インプットクラッチ滑り

D,Mレンジ 4→5へシフトアップしない 5速で滑り フロントブレーキ滑り

PCIA0017J
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テスト手順

1. エンジンオイル量を点検する。必要なら補充する。

2. 約 10分間走行後、A/Tフルードが 50～ 80℃になるまで暖機し、A/Tフルード量を点検する。必要なら補充する。

参考 : 外気温 20℃のときは、通常約 10分間の市街地走行で A/Tフルードが 50～ 80℃に上昇する。

3. A/T暖機後、油圧検出プラグを取り外し、オイルプレッシャーゲー

ジ（特殊工具 :ST2505 S001）を取り付ける。

注意 : オイルプレッシャーゲージを使用する際は、油圧検出プラ

グについている Oリングを使用のこと。

4. パーキングブレーキを確実に作動させ、タイヤに輪止めをする。

5. エンジンを始動し、アイドル回転時とストール回転時のライン圧を
測定する。

注意 : • 測定中はブレーキペダルをいっぱいに踏み込んでおくこ

と。

• ストール回転でライン圧を測定する際は、(AT-36)  を参照

すること。

6. 測定終了後、油圧検出プラグを取り付け、下記規定トルクで締め付
ける。

注意 : Oリングは、再使用しないこと。

ライン圧基準値

SCIA0412J

ATN1449D

締付トルク ：4.8～ 9.8N·m　｛0.5～ 0.7kg·m｝
ATN0150D

エンジン回転 駆動方式
エンジン
型式

モデル
No.

ライン圧（kPa{kg/cm2 }

Rレンジ Dレンジ

アイドル回転時

2WD VQ30DD 90X10

392～ 441{4.0～ 4.5} 373～ 422{3.8～ 4.3}
4WD

VQ25DD 90X11

VQ25DET 90X06

ストール回転時

2WD VQ30DD 90X10

1700～ 1890{17.3～ 19.3} 1310～ 1500{13.3～ 15.3}
4WD

VQ25DD 90X11

VQ25DET 90X06
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不具合箇所の絞り込み

ロードテスト

概要
• ロードテストによって、A/Ｔの性能を全般的に点検し、故障の原因を分析する。

• ロードテストは下記の 3段階で実施する。

1. エンジン始動前の点検

（(AT-40) を参照すること）

2. アイドリング状態での点検

（(AT-40) を参照すること）

3. 走行テスト

• パート 1からパート 3まで全ての項目を点検すること。

（(AT-42) 、(AT-44) 、(AT-45) を参照すること）

• ロードテストを開始する前に、テスト手順と点検項目を確認しておくこと。

• 現象が発見されるまで、すべての点検項目をテストすること。ＮＧ になった項目の診断はロードテストが全て終了
した後に行う。

判定結果 予想される不具合

アイドル
回転時

全レンジ（P,R,N,D,M）と
も低い

原因として、圧力供給系の不具合、オイルポンプの出力が低いなどが考え
られる。
たとえば
• オイルポンプの摩耗
• プレッシャーレギュレーターバルブ又はプラグのスティック、スプリン
グのへたり

• オイルストレーナー→オイルポンプ→プレッシャーレギュレーターバル
ブの回路に油圧漏れ

• エンジンアイドリング回転が低い

あるレンジのみ低い
原因として、マニュアルバルブより配送された後、そのレンジに関連する
装置や回路の油圧漏れが考えられる。

高い

原因として、センサー類の不具合や調圧機能の不具合が考えられる。
たとえば
• アクセルセンサー不良
• 油温センサー故障
• ライン圧ソレノイド作動不良（OFF状態でスティック、フィルター目づ
まり、断線）

• プレッシャーレギュレーターバルブ又はプラグのスティック

ストール
回転時

油圧がアイドリング時より
上昇しない

原因として、センサー類の不具合や調圧機能の不具合が考えられる。
たとえば
• アクセルセンサー不良
• A/T C/U故障
• ライン圧ソレノイド作動不良（ON状態でスティック・ショート）
• プレッシャーレギュレーターバルブ及びプラグのスティック
• パイロットバルブのスティック及びパイロットフィルターの目づまり

圧力は上昇するが基準値内
に入らない

原因として、圧力供給系の不具合やセンサー類、調圧機能の不具合が考え
られる。
たとえば
• アクセルセンサー不良
• ライン圧ソレノイド作動不良（スティック、フィルターの目づまり）
• プレッシャーレギュレーターバルブ及びプラグのスティック
• パイロットバルブのスティック及びパイロットフィルターの目づまり

あるレンジのみ低い
原因として、マニュアルバルブより配送された後、そのレンジに関連する
装置や回路の油圧漏れが考えられる。

ATN2357D
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エンジン始動前の点検 JCS005X6

1. A/T電子制御システム警告灯

1. 水平なところに駐車する。

2. Pレンジにいれる。

3. キースイッチを OFFにして 5秒以上待つ。

4. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

A/T電子制御システム警告灯が約 2秒間点灯するか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ ロードテストを中止し、(AT-135)  へ

2. A/T電子制御システム警告灯

A/T電子制御システム警告灯が約 8秒間点滅するか？

YES ≫ 自己診断を行い、NG項目を診断シートに記録する。（(AT-64) を参照すること）

NO ≫ 1. キースイッチを OFFにする。

2. 自己診断を行い、NG項目を診断シートに記録する。（(AT-64) を参照すること）

3. (AT-40)へ

アイドリング時の点検 JCS005X7

1. エンジン始動
1. 水平なところへ駐車する。

2. Pレンジへ入れる。

3. キースイッチを OFFにする。

4. キースイッチを STARTにする。

エンジンは始動するか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ ロードテストを中断し、(AT-136)  へ

2. エンジン始動
1. キースイッチを ACCにする。

2. Dまたは Rレンジにいれる。

3. キースイッチを STARTにする。

いずれかのレンジでエンジンは始動するか？

YES ≫ ロードテストを中断し、(AT-136)  へ

NO ≫ 3へ
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3. Pレンジの機能

1. Pレンジへ入れる。

2. キースイッチを OFFにする。

3. パーキングブレーキを解除する。

4. 車両を前方または後方へ押す。

5. パーキングブレーキをかける。

押すと車両が動くか？

YES ≫ 診断シートの“Pレンジで車を押すと動いてしまう。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続

ける。

NO ≫ 4へ

4. Nレンジの機能

1. エンジンを始動する。

2. Nレンジに入れる。

3. パーキングブレーキを解除する。

車両が動くか？

YES ≫ 診断シートの“Nレンジで車が動いてしまう。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

NO ≫ 5へ

5. シフトショック
1. ブレーキをかける。

2. Dレンジにする。

Nから Dレンジに入れたとき、過大なショックがあるか？

YES ≫ 診断シートの“Nから Dレンジにシフトすると過大なショックがある。”にチェックマークを記入し、

ロードテストを続ける。

NO ≫ 6へ

6. Rレンジの機能

ブレーキを 4～ 5秒間、解除する。

車両がバックするか？

YES ≫ 7へ

NO ≫ 診断シートの“Rレンジで後進できない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

7. D、Mレンジの機能

D、Mレンジへ入れて車両が前進するか点検する。

D、Mレンジで前進するか？

YES ≫ 走行テスト パート 1(AT-42) 、パート 2(AT-44) 、パート 3(AT-45) へ

NO ≫ 診断シートの“D，Mレンジで前進できない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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走行テスト パート１ JCS005X8

走行テストパート 1

1. D1 からの発進

1. 約 10分間運転し、エンジンオイル及び A/Tフルードを適温まで上げる。

A/Tフルードの適温：50～ 80℃

2. 水平なところに駐車する。

3. Pレンジに入れる。

4. エンジンをかける。

5. Dレンジに入れる。

6. アクセルペダルを半分程度踏み込み、加速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

D1 からスタートするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの“D1 からスタートしない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

2. シフトアップ D1 → D2

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（D1   → D2 ）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

D1 → D2 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 3へ

NO ≫ 診断シートの“D1 → D2 へ変速しない。または D4   → D2 へキックダウンしない。”にチェックマー

クを記入し、ロードテストを続ける。

3. シフトアップ D2 → D3

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（D2   → D3 ）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

D2 → D3 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 4へ

NO ≫ シートの“D2 → D3 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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4. シフトアップ D3 →Ｄ4

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（Ｄ3  →Ｄ4 ）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

Ｄ3 →Ｄ4 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 5へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ3 →Ｄ4 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

5. シフトアップ D4 →Ｄ5

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（Ｄ4  →Ｄ5 ）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

Ｄ4 →Ｄ5 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 6へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ4 →Ｄ5 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

6. ロックアップ
アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でロックアップ（Ｄ5  →Ｄ5   L/U）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“主要項目選択”で“LU SOL 0.00A”を選択する。

正しい速度でロックアップするか？

YES ≫ 7へ

NO ≫

7. ロックアップ状態保持

ロックアップ状態を 30秒間以上保持するか？

YES ≫ 8へ

NO ≫ 診断シートの“ロックアップ状態を保持しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

8. ロックアップ解除
アクセルペダルを放す。

アクセルペダルを放したとき、ロックアップが解除されるか？

YES ≫ 9へ

NO ≫ 診断シートの“ロックアップが解除しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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9. シフトダウンＤ5 →Ｄ4

ブレーキペダルを軽く踏みながら減速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション及びエンジン回転数を読む。

Ｄ5 からＤ4 へシフトダウンしたとき、エンジン回転がスムーズにアイドル回転まで落ちるか？

YES ≫ 1. 停車する。

2. (AT-44)へ

NO ≫ 診断シートの“エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。”にチェックマークを記入し、ロードテス

トを続ける。

走行テスト パート 2 JCS005X9

走行テストパート 2

1. Ｄ1 からの発進

1. Dレンジに入れる。

2. ハーフスロットルで加速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

Ｄ1 からスタートするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ1 からスタートしない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

2. シフトアップＤ3 →Ｄ4 及びシフトダウンＤ4  →Ｄ3

1. 80km/hまで加速する。

2. アクセルペダルを一度戻し、素早くいっぱいまで踏み込む。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション及びスロットルポジションを読む。

アクセルペダルを踏み込んだとき、ただちにＤ4  →Ｄ2 シフトダウンするか？

YES ≫ 3へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ1 →Ｄ2 へ変速しない。又はＤ4  →Ｄ2 へキックダウンしない。”にチェックマーク

を記入し、ロードテストを続ける。

3. シフトアップＤ2 →Ｄ3

アクセルペダルをいっぱいまで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（Ｄ2  →Ｄ3 ）するか点検する。

• (AT-45)を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション、スロットルポジション、車速を読む。

正しい速度でシフトアップＤ2 →Ｄ3 するか？

YES ≫ 4へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ2 →Ｄ3 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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4. シフトアップＤ3 →Ｄ4 及びエンジンブレーキ

Ｄ2 →Ｄ3  へ変速したら、アクセルペダル戻す。

Ｄ3 →Ｄ4 へシフトアップし、エンジンブレーキが効くか？

YES ≫ 1. 停車する。

2. (AT-45)へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ3 →Ｄ4 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

走行テスト パート 3 JCS005XA

走行テストパート 3

1. シフトダウン
各ポジションで走行中、1シフトダウンする。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

シフトダウンするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの各ポジションに（Ｄ5 →Ｄ4 、Ｄ4 →Ｄ3 、Ｄ3 →Ｄ2 、Ｄ2 →Ｄ1）シフトダウンしても

変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

2. エンジンブレーキ

エンジンブレーキがきき、減速するか？

YES ≫ 1. 停車する。

2. 自己診断を実施する。(AT-64)  を参照すること。

NO ≫ 診断シートの“エンジンブレーキがきかない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

変速車速 JCS005XB

駆動方式 2WD

エンジン型式 VQ30DD

モデル No. 90X10

スロットル開度 シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 61～ 65
95～
103

147～
157

219～
225

215～
225

132～
142

77～ 85 41～ 45

パワー 61～ 65
95～
103

147～
157

219～
225

215～
225

132～
142

77～ 85 41～ 45

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 34～ 38 65～ 71
110～

118
151～

159
127～

135
74～ 82 36～ 42 9～ 13

パワー 46～ 50 72～ 78
112～

120
166～

174
148～

156
93～
101

47～ 53 9～ 13
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5速完全ロックアップ車速

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 90X11

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 54～ 58 83～ 91
130～

140
193～

203
189～

199
120～

130
72～ 80 37～ 41

パワー 54～ 58 83～ 91
130～

140
193～

203
189～

199
120～

130
72～ 80 37～ 41

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 34～ 38 61～ 67
109～

117
140～

148
112～

120
79～ 87 39～ 45 18～ 22

パワー 42～ 46 64～ 70
100～

108
149～

157
134～

142
83～ 91 46～ 52 18～ 22

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DET(MA-X以外 )

モデル No. 90X06(MA-X以外 )

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 61～ 65
94～
102

146～
156

228～
238

214～
224

134～
144

78～ 86 39～ 43

パワー 61～ 65
94～
102

146～
156

228～
238

214～
224

134～
144

78～ 86 39～ 43

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 35～ 39 71～ 77
97～
107

146～
154

108～
116

61～ 69 34～ 40 18～ 22

パワー 44～ 48 71～ 77
107～

115
159～

169
140～

148
91～ 99 47～ 53 18～ 22

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DET(MA-X)

モデル No. 90X06(MA-X)

スロットル開度 シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 64～ 68
100～

108
155～

165
230～

240
226～

236
144～

154
84～ 92 42～ 46

パワー 64～ 68
100～

108
155～

165
230～

240
226～

236
144～

154
84～ 92 42～ 46

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 37～ 41 75～ 81
105～

113
160～

168
115～

123
64～ 72 36～ 42 18～ 22

パワー 46～ 50 75～ 81
114～

122
168～

178
148～

156
96～
104

50～ 56 18～ 22

駆動
方式

エンジン
型式

モデル No.

締結車速 (km/h) 解除車速 (km/h)

スロットル閉時
ハーフスロット

ル時
スロットル閉時

ハーフスロット
ル時

2WD VQ30DD 90X10 64～ 72 190～ 198 61～ 69 128～ 136

4WD

VQ25DD 90X11 64～ 72 166～ 174 61～ 69 130～ 138

VQ25DET
90X06(MA-X以外 ) 64～ 72 190～ 198 61～ 69 136～ 144

90X06(MA-X) 68～ 76 200～ 208 65～ 73 143～ 151
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• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。
• ハーフスロットル時はアクセル開度 4/8のときをいう。

スリップロックアップ車速

• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。

現象別故障診断早見表 JCS005XC

診断項目の番号は点検の順番を示す。1の項目から順番に点検する。

注意 : RE5R05A型トランスミッションに不具合が発生した場合は、トランスミッション ASSYで交換すること。

ギヤ位置
(スロットル閉時 )

駆動
方式

エンジン
型式

モデル No.
3速スリップ
ロックアップ

4速スリップ
ロックアップ

5速スリップ
ロックアップ

締結車速（km/h）

2WD
VQ30DD 90X10 27～ 35 36～ 44 46～ 54

VQ25DD 90X11 26～ 34 36～ 44 46～ 54

4WD
VQ25DET 90X06(MA-X以外 ) 27～ 35 36～ 44 46～ 54

VQ25DET 90X06(MA-X) 28～ 36 38～ 46 49～ 57

解除車速（km/h）

2WD
VQ30DD 90X10 24～ 32 32～ 40 42～ 50

VQ25DD 90X11 23～ 31 32～ 40 42～ 50

4WD
VQ25DET 90X06(MA-X以外 ) 24～ 32 33～ 41 42～ 50

VQ25DET 90X06(MA-X) 25～ 33 35～ 43 45～ 53

現象 条件 診断項目 参照ページ

N、Pレンジでエンジンが始動しな
い。

A/T車載状態

1．キースイッチ及びスターター —

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．インヒビター SW (AT-94)

Nまたは Pレンジ以外でエンジンが
始動する。

1．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

2．インヒビター SW (AT-94)

Pまたは Nレンジで異音。 A/T車載状態

1．フルードレベル (AT-9)

2．ライン圧点検 (AT-37)

3．アクセルセンサー調整 (EC-108)

4．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)、
(AT-120)

5．エンジン回転信号 (AT-110) 

Pレンジでパーキング状態にならな
い。又は他のレンジへ入れてもパー
キング状態が解除しない。

A/T車載状態
1．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

2.インヒビター SW (AT-94)

Pレンジで走ってしまう。 A/T車載状態
1.コントロールリンケージ調整 (AT-154)

2.インヒビター SW (AT-94)

Nレンジで走ってしまう。 A/T車載状態
1．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

2.インヒビター SW (AT-94)

Rレンジで走行不能。 A/T車載状態

1．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

2．ライン圧点検 (AT-37)

3．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-76)

4．インヒビター SW (AT-94)
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ショック大。
（N→ Dレンジ）

A/T車載状態

1．エンジンアイドル回転数 —

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．スロットルセンサー調整 —

4．ライン圧テスト (AT-37)

5．油温センサー (AT-97)

6．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

7．エンジン回転信号 (AT-110)

8．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-76)

Dレンジで走行不能。
クラッチが滑る。
極度の可速不良。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-9)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-76)

4．インヒビター SW (AT-94)

発進時、クラッチやブレーキが滑
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．アクセルセンサー調整 (EC-108)

4．ライン圧テスト (AT-37)

5．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-76)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-26)

7．アキュムレーター N–D —

クリープが極度に大きい。 A/T車載状態 エンジンアイドル回転数 —

クリープが全然ない。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．エンジン回転信号 (AT-110)

4．油圧 SW5及びダイレクトクラッチソレノ
イド

(AT-126)及び
(AT-68)

1→2変速不良。 A/T車載状態

1．インヒビター SW (AT-94) 

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)、(AT-

120)

4．油圧 SW5及びダイレクトクラッチソレノ
イド

(AT-126)及び
(AT-68)

2→3変速不良。 A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-94) 

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)、(AT-

120)

4．油圧 SW6及びハイ &ローリバースク
ラッチソレノイド

(AT-127)及び
(AT-90)

3→4変速不良。 A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-94) 

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)、(AT-

120)

4．油圧 SW3、インプットクラッチソレノイ
ド及びフロントブレーキソレノイド

(AT-125)、(AT-
78) 及び (AT-

82)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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4→5変速不良。 A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-94) 

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)、(AT-

120)

4．油圧 SW1、フロントブレーキソレノイド
及びダイレクトクラッチソレノイド

(AT-123)、(AT-
82) 及び (AT-

68)

Dレンジ変速点が高い A/T車載状態

1．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．油温センサー (AT-97)

Dレンジ変速点が低い A/T車載状態
1．車速センサー 1及び車速センサー 2

(AT-66)及び
(AT-120)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

1→ 2の変速ショックが大きい。 A/T車載状態

1．アクセルセンサー調整 (EC-108)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．油圧 SW5及びダイレクトクラッチソレノ
イド

(AT-126)及び
(AT-68)

2→ 3の変速ショックが大きい。 A/T車載状態

1．アクセルセンサー調整 (EC-108)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．油圧 SW6及びハイ &ローリバースク
ラッチソレノイド

(AT-127)及び
(AT-90)

3→ 4の変速ショックが大きい。 A/T車載状態

1．アクセルセンサー調整 (EC-108)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．油圧 SW3及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-125)及び
(AT-82)

4→ 5の変速ショックが大きい。 A/T車載状態

1．アクセルセンサー調整 (EC-108)

2．ライン圧テスト (AT-37)

3．油圧 SW1及びダイレクトクラッチソレノ
イド

(AT-123)及び
(AT-68)

踏み込みダウンシフト時ショックが
大きい。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．ライン圧テスト (AT-37)

4．エンジン回転数 (AT-110)

5．タービンセンサー (AT-100)

足離しアップシフト時ショックが大
きい。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．ライン圧テスト (AT-37)

4．エンジン回転数 (AT-110)

5．タービンセンサー (AT-100)

L/Uショックが大きい。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．ライン圧テスト (AT-37)

4．エンジン回転数 (AT-110)

5．タービンセンサー (AT-100)

6．ロックアップソレノイド (AT-72)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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エンジンブレーキ時（セレクト）
ショックが大きい。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．アクセルセンサー調整 (EC-108)

3．ライン圧点検 (AT-37)

1→2の変速時、ショックが全くな
い。又はクラッチの滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW5及びダイレクトクラッチソレノ
イド

(AT-126)及び
(AT-68)

2→3の変速時、ショックが全くな
い。又はクラッチの滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW6及びハイ &ローリバースク
ラッチソレノイド

(AT-127)及び
(AT-90)

3→4の変速時、ショックが全くな
い。又はクラッチの滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

4→5の変速時、ショックが全くな
い。又はクラッチの滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

最高速が低い。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．ライン圧点検 (AT-37)

3．アクセルセンサー調整 (EC-108)

4．油圧 SW5、ダイレクトクラッチソレノイ
ド及びインプットクラッチソレノイド

(AT-126)、(AT-
68) 及び (AT-

68)

5→4へ変速しない。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW3、ダイレクトクラッチソレノイ
ド及びフロントブレーキソレノイド

(AT-125)、(AT-
78) 及び (AT-

82)

5、4→3へ変速しない。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW6及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

5、4、3→2へ変速しない。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW5及びハイ＆ローリバースクラッ
チソレノイド

(AT-126)及び
(AT-90)

4、3、2→1へ変速しない。 A/T車載状態
1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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アクセルペダルを踏み込み、5→4へ
変速するとき、エンジンが空吹きす
る。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-66)及び

(AT-120)

3．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

アクセルペダルを踏み込み、5,4→3
へ変速するとき、エンジンが空吹き
する。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．インヒビター SW (AT-94)

3．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

アクセルペダルを踏み込み、
5,4,3→2へ変速するとき、エンジン
が空吹きする。又は滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．インヒビター SW (AT-94)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

アクセルペダルを踏み込み、
4,3,2→1へ変速するとき、エンジン
が空吹きする。又は滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．インヒビター SW (AT-94)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW6及びハイ &ローリバースク
ラッチソレノイド

(AT-127)及び
(AT-90)

どのレンジでも走行可能。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

3．ライン圧テスト (AT-37)

4．インヒビター SW (AT-94)

D、Rレンジで騒音大。 A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

5→4でエンジンブレーキが効かな
い。 A/T車載状態

1．インヒビター SW (AT-94) 

2．フルードレベル及び状態 (AT-9)

3．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5,4→3でエンジンブレーキが効かな
い。 A/T車載状態

1．インヒビター SW (AT-94) 

2．フルードレベル及び状態 (AT-9)

3．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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5,4,3→2でエンジンブレーキが効か
ない。 A/T車載状態

1．インヒビター SW (AT-94) 

2．フルードレベル及び状態 (AT-9)

3．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW1及びフロントブレーキソレノイ
ド

(AT-123)及び
(AT-82)

4,3,2→1でエンジンブレーキが効か
ない。

A/T車載状態

1．インヒビター SW (AT-94) 

2．フルードレベル及び状態 (AT-9)

3．コントロールリンケージ調整 (AT-154)

4．マニュアルレンジ SW (AT-121)

5．油圧 SW3及びインプットクラッチソレノ
イド

(AT-125)及び
(AT-78)

6．油圧 SW6及びハイ &ローリバースク
ラッチソレノイド

(AT-127)及び
(AT-90)

N→D、Rセレクト時エンストする。 A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-35)

2．エンジン回転信号 (AT-110)

3．ロックアップソレノイドバルブ (AT-72)

4．タービンセンサー (AT-100)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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構成部品取付位置 JCS005XD

SCIA1094J
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回路図 JCS005XE

AT-0615D
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A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XF

A/Tコントロールユニットの端子配列

参考基準値表

CONSULT–Ⅱによる基準値

サーキットテスターによる基準値

ATN1874D

項目名 表示値 測定状態

ユオンセンサ 1 約 3.3Ｖ～約 2.7Ｖ～約 0.9Ｖ
約 0℃～約 20℃～約 80℃

ユオンセンサ 2 約 3.3Ｖ～約 2.5Ｖ～約 0.7Ｖ

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値

1 ライン圧ソレノイドバルブ
キー
SW
ON

エンジン暖機後、アクセルペダルから足
を放す

約 2V

エンジン暖機後、アクセルペダルをいっ
ぱいに踏み込む

約 0.7V

2 電源

キー
SW
ON

－ 電源電圧

キー
SW
OFF

キー SW OFFから 3秒後測定する。 約 0V

3 電源

キー
SW
ON

－ 電源電圧

キー
SW
OFF

キー SW OFFから 3秒後測定する。 約 0V

4 SEL3（油圧 SW2、3、5） － － －

5 アース － － －

6 CAN通信 H線 － － －

7 CAN通信 L線 － － －

8 油温センサー 1
キー
SW
ON

油温約 0℃時 約 3.3V

油温約 20℃時 約 2.7V

油温約 80℃時 約 0.9V

9 電源（バックアップ）

キー
SW

ON又
は OFF

－ 電源電圧
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10
インプットクラッチソレノイドバ
ルブ

走行時

ソレノイドバルブが作動したとき（1速、
2速又は 3速時）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しないとき（4
速又は 5速時）

約 0V

11
ハイ &ローリバースクラッチソレ
ノイドバルブ

ソレノイドバルブが作動したとき（1速：
6km/h以上又は 2速時）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しないとき（1
速：6km/h以下又は 3速、4速、5速時 ）

約 0V

12 電源（OUT）

キー
SW
ON

－ 電源電圧

キー
SW
OFF

－ 約 0V

13
ローコーストブレーキソレノイド
バルブ 走行時

ソレノイドバルブが作動したとき（M1-1
速又は M2-2速走行時）

電源電圧

ソレノイドバルブが作動しないとき（D
走行時）

約 0V

14 アース － － －

15 SEL4 － － －

16 SEL1（油圧 SW2、3、5） － － －

17 油温センサー 2
キー
SW
ON

油温約 0℃時 約 3.3V

油温約 20℃時 約 2.5V

油温約 80℃時 約 0.7V

19
フロントブレーキソレノイドバル
ブ

走行時

ソレノイドバルブが作動したとき（4速
以外時）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しないとき（4
速時） 約 0V

20 ロックアップソレノイドバルブ
ロックアップしたとき 2V以上

ロックアップしていないとき 約 0V

21
ダイレクトクラッチソレノイドバ
ルブ

ソレノイドバルブが作動したとき（1速
又は 5速時）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しないとき（2
速、3速又は 4速時）

約 0V

22 SEL2 － － －

23 K-LINE（CONSULT信号） － － －

24 アース － － －

26 PSC2（油圧 SW6） 走行時

ハイ &ローリバースクラッチソレノイド
バルブ ON時

約 0V

ハイ &ローリバースクラッチソレノイド
バルブ OFF時

電源電圧

27
車速センサー 1（出力軸回転セン
サー）

走行時

20km/h走行時、CONSULT-Ⅱのパルス
周波数測定機能を使用。
注意：通常の診断データリンクケーブル
も車両側診断コネクターに接続しておく
こと。

約 149Hz

30 インヒビター SW1 キー
SW
ON

Pレンジにセレクトする。 電源電圧

Nレンジにセレクトする。 2.5V以下

31 インヒビター SW2
Pレンジにセレクトする。 電源電圧

Dレンジにセレクトする。 2.5V以下

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値
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CAN通信信号一覧 JCS005XG

• CAN通信では、それぞれの C/Uを 2本の通信線（CAN−H線、CAN−L線）でつなぎ、多くの情報を少ない配線で通

信している。各 C/U はそれぞれのデータの送受信を行い、通信しているデータの中の必要としているデータだけを

読み取っている。

• A/T制御に関係する主な送受信信号は下表の通りである。

33 電源（IGN）

キー
SW
ON

－ 電源電圧

キー
SW
OFF

－ 約 0V

35 PSB2（油圧 SW1） 走行時

フロントブレーキソレノイドバルブ OFF
時

電源電圧

フロントブレーキソレノイドバルブ ON
時

約 0V

36 タービンセンサー 1 走行時

1速、20km/h、IDLE SW＝ OFF走行時、
CONSULT–Ⅱのパルス周波数測定機能を
使用
注意 :通常の診断データリンクケーブル
も車両側診断コネクターに接続しておく
こと。

約 1.1k(Hz）

38 インヒビター SW3 キー
SW
ON

Dレンジにセレクトする。 電源電圧

Rレンジにセレクトする。 2.5V以下

39 インヒビター SW4
Dレンジにセレクトする。 2.5V以下

Pレンジにセレクトする。 電源電圧

40 DATA BIT1 － － －

41 リバースランプリレー
キー
SW
ON

リバースポジション時 電源電圧

リバースポジション以外 2V以下

42 電源（IGN）

キー
SW
ON

－ 電源電圧

キー
SW
OFF

－ 約 0V

45 タービンセンサー 2 走行時

4速、50km/h、IDLE SW＝ OFF走行時、
CONSULT–Ⅱのパルス周波数測定機能を
使用
注意 :通常の診断データリンクケーブル
も車両側診断コネクターに接続しておく
こと。

約 1.1k(Hz）

46 アース － － －

47
インヒビター SW3
（モニター）

キー
SW
ON

Dレンジにセレクトする。 電源電圧

Rレンジにセレクトする。 2.5V以下

48 スターターモーターリレー
キー
SW
ON

N、Pレンジにセレクト時 電源電圧

N、Pレンジにセレクト時以外 約 0V

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値
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●：送信 ○：受信

注 1:表中に記載の各コントロールユニット以外に IPDM E/R間とも CAN通信を行っている。
注 2: リバース位置信号のみ受信。

CONSULT–Ⅱの機能 JCS005XH

概要
• CONSULT–Ⅱでは電気的なシフトタイミングやロックアップタイミング、つまり各ソレノイドの作動時期を表示し

ている。従って変速ショック（又は、エンジン回転数の変化）から解るシフトタイミングと CONSULT–Ⅱで表示さ

れるシフトタイミングの間に明らかな相違がある場合にはソレノイドやセンサー類を除いた機構部品（油圧回路を
含む）に誤作動があると考えられる。この場合には、適切な故障診断手順で機構部品の点検を行うこと。

• CONSULT–Ⅱで表示される変速点（ギヤ位置）と、整備要領書中に記載されている変速特性では、若干の相違があ

る。これは以下の理由によるものである。

※実際の変速特性には、若干の許容範囲がある。

主な信号名称／接続ユニット注 1 A/T C/U
ECCS
C/U

コンビ
ネー
ション
メー
ター

BCM

車間自
動制御
システ
ム C/U

E-TS C/
U

レー
ザー
レー
ダーセ
ンサー

ABSア
クチュ
エー
ター・
C/U

エンジン回転数信号 ○ ● ○ ○ ○

水温信号 ○ ● ○

アクセル開度信号 ○ ● ○ ○

バッテリー電圧 ○ ●

出力軸回転信号 ● ○ ○

車速信号（メーター） ○ ○ ● ○ ○

車速信号（ABS） ○ ●

ストップランプ SW信号 ○ ○ ●

ABS作動信号 ○ ○ ○ ●

車間自動制御システム作動信号 ○ ●

アイドル信号 ○ ● ○

フル信号 ○ ●

ロックアップ禁止信号 ○ ●

トルクダウン許可信号 ○ ●

ロックアップ中信号 ● ○

急減速判定信号 ● ○

トルクダウン信号 ● ○

A/Tシフト位置信号 ● ○ ○ ○注 2 ○ ○注 2

A/T電子制御システム警告信号 ● ○ ○

スノーモード信号 ○ ● ○

パワーモード信号 ○ ●

マニュアルモード信号 ○ ●

マニュアルモード以外信号 ○ ●

マニュアルモードシフトアップ
信号

○ ●

マニュアルモードシフトダウン
信号

○ ●

マニュアルモード表示信号 ● ○ ○

O/D解除信号 ○ ●
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※整備要領書に記載されている変速特性は変速開始を示しているのに対し、CONSULT–Ⅱでは変速終了時のギヤ位

置を表示する。

※ CONSULT– Ⅱ上は変速開始時点で切り換わり、一方、ギヤ位置の表示は C/U で計算された変速終了時のタイミ

ングで切り換わる。

注意
• CONSULT–Ⅱの診断モードで “作業サポート ”、 “機能チェックサポート ”が選択できるが使用しないこと。

• “ ファンクションテスト ” は故障診断用に使用しないこと。なお、詳細は別冊「CONSULT– Ⅱ取扱説明書（ファン

クションテスト）」を参照のこと。

自己診断

操作要領
• 詳細は別冊「CONSULT–Ⅱ取扱説明書」を参照すること。

1. キースイッチを OFFにする。

2. CONSULT–Ⅱのコネクターを車両側の DDL2診断コネクターに接

続する。

3. エンジンを始動する。

4. CONSULT–Ⅱ画面を“開始”“A/T”“自己診断結果”の順にタッチ

する。

5. 自己診断結果が表示される。

表示項目一覧

ECL1945D

不具合系統名表示 異常検出条件 異常の場合の点検項目

車速センサー 1（A/T）
［P0720］

• 断線等により、車速センサー 1の信号が入力
されない場合。

• 走行中に異常信号が入力された場合。
• キー SW ON後、走行開始するまでに車速セ
ンサー 2に異常信号が入力された場合。

車速センサー 1経路

車速センサー 2（メーター）
［P1721］

• 走行中に異常信号が入力された場合。 車速センサー 2経路

スロットルセンサー
［P1705］

• アイドル信号 OFF又は、フル信号 ON時の
アクセルセンサー信号電圧が異常に低い場合。 アクセルセンサー経路

ダイレクトクラッチソレノイド
［P1762］［P1764］

• 機能又は、断線、短絡等により、ソレノイド
に正規の電圧がかからない場合。

ダイレクトクラッチソレノイ
ド経路

インプットクラッチソレノイド
［P1752］［P1754］

インプットクラッチソレノイ
ド経路

フロントブレーキソレノイド
［P1757］［P1759］

フロントブレーキソレノイド
経路

ローコーストブレーキソレノイド
［P1772］［P1774］

ローコーストブレーキ
ソレノイド経路

ハイ &ローリバースクラッチソレ
ノイド
［P1767］［P1769］

ハイ &ローリバースクラッ
チソレノイド経路

ロックアップソレノイド
［P0740］［P0744］

ロックアップソレノイド経路

ライン圧ソレノイド
［P0745］

• 断線、短絡等により、ソレノイドに正規の電
圧がかからない場合。

ライン圧ソレノイド経路
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※：CAN 通信系［U1000］を含む複数の不具合系統を検出した場合は、まず、CAN 通信系統の故障診断を行
うこと。

自己診断結果の消去方法
• 故障コードが ECCS C/U と A/T C/U の両方によって表示された場合は、下記の手順に従って両方の C/U から故障

コードを消去する。

1. 修理作業後、キースイッチが ONになっていたら一回 OFFにし、5秒以上待った後、ONにもどす。（エンジンを

始動しないこと。）

2. CONSULT–Ⅱを ONにし “A/T”をタッチする。

3. “自己診断結果 ”をタッチする。

4. “消去 ”をタッチする。

5. “エンジン ”をタッチする。

インヒビター SW
［P0705］

• インヒビター SW1～ SW4の信号が有り得な
いパターンとして入力された時。

• インヒビター SW3モニタ端子断線時
• 3レンジ又は Nレンジから他のレンジを検知
せずに Pレンジを検知したとき

インヒビター SW経路

油温センサー
［P1710］

• 走行中、油温センサーの信号電圧が異常に高
い又は低い場合。

油温センサー経路

タービンセンサー
［P1716］

• 断線等により、タービンセンサーの信号が入
力されない場合。

• 走行中に異常信号が入力された場合。
タービンセンサー経路

A/Tインターロック判定
［P1730］

• 変速中以外の時、ギヤポジションと各油圧
SW状態をモニタし、比較判定を行う。

変速用ソレノイド故障
油圧 SW断線

A/T 1速エンジンブレーキ判定
［P1731］

• 各油圧 SW、ソレノイド電流を監視し、1レン
ジ以外時にエンブレが働くパターンを検出時
異常と判断する。

ローコーストブレーキ経路
バルブの故障

スタート信号系
［P0615］

• P又は Nレンジ状態以外に ONしている時異
常と判断する。
（及び P又は Nレンジ状態で OFFしている時
異常と判断する。）

スターターモーターリレー経
路

マニュアルモード SW系
［P1815］

• コンビネーションメーターと SW信号間で有
り得ないパターンを検知した時異常と判定す
る。

マニュアルモード系 SW経路
及び CAN通信経路

油圧 SW1,3,5,6
［P1841］［P1843］［P1845］
［P1846］

• 油圧 SW状態と電流モニタ値との比較により
差異が生じたとき。
（変速以外時）

油圧 SW経路

エンジン回転信号
［P0725］

• CAN通信線の断線、ECCS C/Uから信号がな
い場合。 エンジン回転信号経路

CAN通信系※

［U1000］ • CAN通信に異常が検出された場合。 CAN通信経路

電源供給
［P1701］

• バッテリー取り外し等により、C/Uへの電源
が供給されなくなり、自己診断記憶等の機能
が停止した場合。

コントロールユニット（RAM）
［P1702］

• C/Uのメモリー（RAM）機能に異常が検出さ
れた場合。

コントロールユニット（ROM）
［P1703］

• C/Uのメモリー（ROM）機能に異常が検出さ
れた場合。

コントロールユニット
（EEP ROM）
［P1704］

• C/Uのメモリー（EEP ROM）機能に異常が検
出された場合。

不具合系統名表示 異常検出条件 異常の場合の点検項目
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6. “自己診断結果 ”をタッチする。

7. “消去 ”をタッチする。

データモニタ

操作要領
• 詳細は別冊「CONSULT–Ⅱ取扱説明書」を参照すること。

1. キースイッチを OFFにする。

2. CONSULT–Ⅱのコネクターを車両側の DDL2診断コネクターに接

続する。

3. エンジンを始動する。

4. CONSULT–Ⅱ画面を“開始”“A/T”“データモニタ”の順にタッチ

する。

表示項目一覧
○：標準 △：任意選択

ECL1945D

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U
入力項目

主要項目

CAN
診断
サポート
モニタ

項目
メニュー
選択

シャソクセンサ 1・A/T（km/h） ○ ○ △

シャソクセンサ 2・メータ（km/h） ○ △

アクセルカイド（0.0/8） ○ △ アクセルセンサー信号のこと。

スロットルカイド（0.0/8） ○ ○ △

C/Uが認識しているアクセル
開度。
フェイルセーフ作動時は制御
に用いる特定の値が表示され
る。

バッテリデンアツ（V） ○ △

エンジン RPM（rpm） ○ ○ △

タービン RPM（rpm） ○ ○ △

ユオン 1 ○ △

ユオン 2 ○ △

アウトプット RPM（rpm） ○ ○ △

ユオンセンサ 1（V） ○ △

ユオンセンサ 1（V） ○ △

ユアツ SW 1（ON-OFF表示） ○ ○ △ FR/B SOL用

ユアツ SW 2（ON-OFF表示） ○ ○ △ LC/B SOL用

ユアツ SW 3（ON-OFF表示） ○ ○ △ I/C SOL用

ユアツ SW 5（ON-OFF表示） ○ ○ △ D/C SOL用

ユアツ SW 6（ON-OFF表示） ○ ○ △ HLR/C SOL用

インヒビター SW 1（ON-OFF表示） ○ △

インヒビター SW 2（ON-OFF表示） ○ △

インヒビター SW 3（ON-OFF表示） ○ △

インヒビター SW 4（ON-OFF表示） ○ △

1レンジ SW（ON–OFF表示） ○ △
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ASCD ・クルーズ（ON–OFF表示） ○ △
ASCDは設定されていないが
表示される。ASCD ・ODカイジョ

（ON–OFF表示）
○ △

OD OFF SW（ON–OFF表示） ○ △
OD OFF SWは設定されてい
ないが表示される。

Mモード SW（ON–OFF表示） ○ △

NON Mモード SW（ON–OFF表示） ○ △

アップ SWレバー（ON–OFF表示） ○ △

ダウンレバー SW（ON–OFF表示） ○ △

パワー SW（ON–OFF表示） ○ △

A/Tモード SWのパワー SW
のこと。（4WDはスノーシン
クロモード SWなので装着さ
れていないが表示される。）

アイドルシンゴウ（ON–OFF表示） ○ △ CAN通信により入力されるア
イドル信号のこと。

フルスロットルシンゴウ（ON–OFF
表示）

○ △
CAN通信により入力されるフ
ル SW信号のこと。

LU SOL（A） ○ △

PL SOL（A） ○ △

シフト SOL I/C（A） ○ △

シフト SOL FR/B（A） ○ △

シフト SOL D/C（A） ○ △

シフト SOL HLR/C（A） ○ △

ホールド /スノー SW
（ON–OFF表示）

○ △
A/Tモード SW（4WDはス
ノーシンクロモード SW）のス
ノー SWのこと。

ブレーキ SW（ON–OFF表示） ○ △ ストップランプ SWのこと。

ギヤ ○ △
C/Uが認識しているギヤ位置。
変速終了後に更新される。

ギヤヒ ○ △

レンジ ○ △

C/Uが認識しているレンジ位
置。フェイルセーフ作動時は
制御に用いる特定の値が表示
される。

シャソク（km/h） ○ △ C/Uが認識している車速。

TC スリップ RPM（rpm） ○ △
エンジン回転数とトルクコン
バーター入力軸回転数の差。

CANツウシン（OK–NG） ○

CANケイトウ 1（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 2（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 3（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 4（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 5（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 6（OK–UNKWN） ○

デンアツ（V) △ 電圧プローブの測定値を表示。

フロントサンギヤ PPM（rpm） △

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U
入力項目

主要項目

CAN
診断
サポート
モニタ

項目
メニュー
選択
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フロントキャリア RPM（rpm） △

アップ SW STRG △ 装着されていないが表示され
る。ダウン SW STRG △

ABSサドウ △

ACC ODカイジョ △

車間自動制御システム O/D解
除信号のこと。
車間自動制御システムが装着
されていない車両でも表示さ
れる。

ACCサドウ △

車間自動制御システム作動信
号のこと。
車間自動制御システムが装着
されていない車両でも表示さ
れる。

TCSギヤホジ △
装着されていないが表示され
る。

TCSサドウ 2 △

TCSサドウ 1 △

ON/OFF SOL（ON-OFF表示） △ LC/B SOL

LU SOLモニタ △

PL SOLモニタ △

シフト SOL I/Cモニタ △

シフト SOL FR/Bモニタ △

シフト SOL D/Cモニタ △

シフト SOL HLR/Cモニタ △

ON/OFF SOLモニタ △ LC/B SOL

Pレンジ インジゲータ △

Rレンジ インジゲータ △

Nレンジ インジゲータ △

Dレンジ インジゲータ △

4レンジ インジゲータ △

3レンジ インジゲータ △

2レンジ インジゲータ △

1レンジ インジゲータ △

Mモード インジゲータ △

POWERモードランプ △

ATケイコクトウ △

ユオンケイコクトウ △

リバースランプ △

スターターリレー △ スターターモーターリレー

インヒビタ SW3MON △

モクヒョウギヤヒ △

エンジントルク △

ホセイゴ ENGトルク △

ヘンソクヨウトルク △

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U
入力項目

主要項目

CAN
診断
サポート
モニタ

項目
メニュー
選択
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自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合） JCS005XI

概要
• 万一電気系統に異常が発生した場合、キースイッチを ON にすると A/T 電子制御システム警告灯が 2 秒間点灯後 8

秒間点滅する。異常のない場合はキースイッチ ON で 2 秒間点灯する。異常部位を見つける方法として、自己診断

開始信号を入力することにより故障情報の記憶を出力し、 A/T 電子制御システム警告灯 を点滅させ異常部位を表示

する。

自己診断

操作要領

1. エンジンを暖機する。

2. キースイッチの ON、OFFを 2回以上繰り返し、OFFの位置にする。（5秒間待つこと）

3. セレクトレバーをPレンジでキースイッチをONにし、A/T電子制御システム警告灯が 2秒間点灯するか確認する。

4. キースイッチを OFFにする。

5. セレクトレバーを Dレンジにする。

6. アイドルスイッチを ONにする。（アクセル全閉）

7. ブレーキスイッチを ONにする。

8. キースイッチを ONにする。

9. 3秒待つ。

10.マニュアルモードスイッチを ONにする。（セレクトレバーをマニュアル側にする）

ラインアツヨウトルク △

モクヒョウユアツ LU △

モクヒョウユアツ PL △

モクヒョウユアツ IC △

モクヒョウユアツ FRB △

モクヒョウユアツ DC △

モクヒョウユアツ HLRC △

ヘンソク パターン △

DRV/CSTハンテイ △

スターターリレーモニタ △

NEXTギア △

ヘンソクモード △

Mレンジギヤ △

シュウハスウ（Hz) △

パルスプローブの測定値を表
示。

デューティ –HI（%） △

デューティ –LOW（%） △

パルス ハバ –HI（msec) △

パルス ハバ –LOW（msec) △

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U
入力項目

主要項目

CAN
診断
サポート
モニタ

項目
メニュー
選択
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11.ブレーキスイッチを OFFにする。

12.マニュアルモードスイッチを OFFにする。（セレクトレバーを Dレンジにする）

13.ブレーキスイッチを ONにする。

14.ブレーキスイッチを OFFにする。

15.アクセルを全開にし、全閉にする。

16. A/T電子制御システム警告灯の点滅を読み取り、診断を終了する。

• 自己診断に入らない時は、インヒビター、マニュアルモード、ブレーキ、アイドル及びフルスイッチ系統を点検す
る。(AT-129) を参照すること。

A/T電子制御システム警告灯の表示

• 異常がある場合、その経路の点灯時間を長く表示する。

自己診断の消去方法
• 再現性の低い故障の原因究明を容易にするため、ユーザー使用中は、故障情報を C/U に随時記憶している。この記

憶は、キースイッチを何度 ON–OFFしても消えない。ただし、自己診断機能による自己診断実施後にキースイッチ

を OFFにするか又は、CONSULT–Ⅱの記憶消去で消えるようになっている。

AT-0530D
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車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統 PFP:32702

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XJ

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XK

1. 入力信号（CONSULTⅡを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながら、シャソク センサ 1・A/Tの車速を読み取る。車両

の加速、減速に追従して数値が変化するか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• 車速センサー 1（出力軸回転センサー）

•「構成部品点検」(AT-67ページ )を参照すること。

• A/T C/U、ECCS C/U、及び車速センサー 1（出力軸

回転センサー）間のメインハーネスの断線、ショー
ト

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

27
車速センサー 1(出
力軸回転センサー )

20km/h走行時、CONSULT-Ⅱのパルス周波数測定機能を使用。
注意：通常の診断データリンクケーブルも車両測定診断コネク
ターに接続しておくこと。

約 149Hz

PCIA0033J
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構成部品点検 JCS005XL

車速センサー 1（出力軸回転センサー）
• 車両をリフトアップ状態にし、20km/h で走行させ、CONSULT– Ⅱ

のパルス周波数測定機能により A/T C/U のコネクター 27 番端子の

周波数を点検する。

注意 : 診断データリンクケーブルを車両に接続しておくこと。

20km/h走行時 ：約 149Hz

PCIA0018J
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ダイレクトクラッチソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XM

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XN

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) 参

照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

21
ダイレクトクラッチ
ソレノイド

走行時ソレノイドが作動している。（1速又は 5速） 2V以上

走行時ソレノイドが作動していない。（2速、3速又は 4速） 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0019J

PCIA0020J
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構成部品点検 JCS005XO

ダイレクトクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ダイレクトクラッチソレノイ
ドバルブ

4 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0019J
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ダイレクトクラッチソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XP

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XQ

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

21
ダイレクトクラッチ
ソレノイド

走行時ソレノイドが作動している。（1速又は 5速） 2V以上

走行時ソレノイドが作動していない。（2速、3速又は 4速） 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0019J

PCIA0020J



ダイレクトクラッチソレノイド機能

AT - 71

[RE5R05A]
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B

構成部品点検 JCS005XR

ダイレクトクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ダイレクトクラッチソレノイ
ドバルブ

4 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0019J



ロックアップソレノイド系統

AT - 72

[RE5R05A]

ロックアップソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XS

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XT

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

20 ロックアップソレノイドバルブ
走行時ロックアップしたとき。 2V以上

走行時ロックアップしてないとき。 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0021J

PCIA0022J



ロックアップソレノイド系統

AT - 73

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005XU

ロックアップソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ロックアップ
ソレノイドバルブ

8 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0021J



ロックアップソレノイド機能

AT - 74

[RE5R05A]

ロックアップソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XV

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XW

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

20 ロックアップソレノイドバルブ
走行時ロックアップしたとき。 2V以上

走行時ロックアップしてないとき。 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0021J

PCIA0022J



ロックアップソレノイド機能

AT - 75

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005XX

ロックアップソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ロックアップ
ソレノイドバルブ

8 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0021J



ライン圧ソレノイド系統

AT - 76

[RE5R05A]

ライン圧ソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005XY

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005XZ

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

1 ライン圧ソレノイドバルブ

キー SW ONエンジン暖機後、アクセルペダルを放
した状態。

約 2V

キー SW ONエンジン暖機後、アクセルペダルを一
杯に踏込んだ状態。

約 0.7V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0023J

PCIA0024J



ライン圧ソレノイド系統

AT - 77

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005Y0

ライン圧ソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ライン圧ソレノイドバルブ 7 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0023J



インプットクラッチソレノイド系統

AT - 78

[RE5R05A]

インプットクラッチソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005Y1

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005Y2

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 条件 判定基準

10
インプットクラッチ
ソレノイドバルブ

走行時ソレノイドバルブが作動したとき。（1速、2速又は 3速
時）

2V以上

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（4速又
は 5速時）

約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0025J

PCIA0026J



インプットクラッチソレノイド系統

AT - 79

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005Y3

インプットクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

インプットクラッチソレノイ
ドバルブ

6 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0025J



インプットクラッチソレノイド機能

AT - 80

[RE5R05A]

インプットクラッチソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005Y4

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005Y5

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 条件 判定基準

10
インプットクラッチ
ソレノイドバルブ

走行時ソレノイドバルブが作動したとき。（1速、2速又は 3速
時）

2V以上

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（4速又
は 5速時）

約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0025J

PCIA0026J



インプットクラッチソレノイド機能

AT - 81

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005Y6

インプットクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

インプットクラッチソレノイ
ドバルブ

6 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0025J



フロントブレーキソレノイド系統

AT - 82

[RE5R05A]

フロントブレーキソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005Y7

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005Y8

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

19
フロントブレーキソ
レノイドバルブ

走行時ソレノイドバルブが作動したとき。（4速以外時） 2V以上

走行時ソレノイドバルブが作動していないとき。（4速時） 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0027J

PCIA0028J



フロントブレーキソレノイド系統

AT - 83

[RE5R05A]
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構成部品点検 JCS005Y9

フロントブレーキソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

フロントブレーキソレノイド
バルブ

5 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0027J



フロントブレーキソレノイド機能

AT - 84

[RE5R05A]

フロントブレーキソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YA

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YB

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

19
フロントブレーキソ
レノイドバルブ

走行時ソレノイドバルブが作動したとき。（4速以外時） 2V以上

走行時ソレノイドバルブが作動していないとき。（4速時） 約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0027J

PCIA0028J



フロントブレーキソレノイド機能
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構成部品点検 JCS005YC

フロントブレーキソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

フロントブレーキソレノイド
バルブ

5 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0027J



ローコーストブレーキソレノイド系統

AT - 86

[RE5R05A]

ローコーストブレーキソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YD

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YE

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 条件 判定基準

13
ローコーストブレー
キソレノイドソレノ
イドバルブ

走行時シフトソレノイドバルブが作動したとき。（M1-1速又は
M2-2速走行時）

電源電圧

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（Ｄ走行
時）

約 0V

抵抗 ：約 20～ 40Ω

PCIA0029J

PCIA0030J



ローコーストブレーキソレノイド系統
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[RE5R05A]

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

構成部品点検 JCS005YF

ローコーストブレーキソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ローコーストブレーキソレ
ノイドバルブ

2
ソレノイド
ケース

約 20～ 40Ω

PCIA0029J



ローコーストブレーキソレノイド機能

AT - 88

[RE5R05A]

ローコーストブレーキソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YG

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YH

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 条件 判定基準

13
ローコーストブレー
キソレノイドソレノ
イドバルブ

走行時シフトソレノイドバルブが作動したとき。（M1-1速又は
M2-2速走行時）

電源電圧

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（Ｄ走行
時）

約 0V

抵抗 ：約 20～ 40Ω

PCIA0029J

PCIA0030J



ローコーストブレーキソレノイド機能
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構成部品点検 JCS005YI

ローコーストブレーキソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ローコーストブレーキソレ
ノイドバルブ

2
ソレノイド
ケース

約 20～ 40Ω

PCIA0029J



ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド系統

AT - 90
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ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YJ

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YK

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 判定基準

11
ハイ &ローリバー
スクラッチソレノイ
ドバルブ

走行時シフトソレノイドバルブが作動したとき。（1速：6km/h
以上又は 2速時）

電源電圧

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（1速：
6km/h以下又は 3速、4速、5速時）

約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0031J

PCIA0032J



ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド系統
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構成部品点検 JCS005YL

ハイ &ローリバースクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ハイ &ローリバースクラッ
チソレノイドバルブ

3 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0031J



ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能

AT - 92

[RE5R05A]

ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YM

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YN

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

2を外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 3へ

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 判定基準

11
ハイ &ローリバー
スクラッチソレノイ
ドバルブ

走行時シフトソレノイドバルブが作動したとき。（1速：6km/h
以上又は 2速時）

電源電圧

走行時シフトソレノイドバルブが作動していないとき。（1速：
6km/h以下又は 3速、4速、5速時）

約 0V

抵抗 ：約 3～ 9Ω

PCIA0031J

PCIA0032J



ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能
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構成部品点検 JCS005YO

ハイ &ローリバースクラッチソレノイドバルブ

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ハイ &ローリバースクラッ
チソレノイドバルブ

3 アース 約 3～ 9Ω

PCIA0031J



インヒビタースイッチ系統

AT - 94

[RE5R05A]

インヒビタースイッチ系統 PFP:31918

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YP

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YQ

注意 : 正常な場合でも、キー ON 状態で P レンジ → R レンジ → P レンジの操作方法を行うとポジションインジ

ケーターが消灯し、エンジン始動ができなくなる場合がある。その際は、再度 Rレンジにセレクト、又は Dレ

ンジもしくは Nレンジにセレクトすると通常の状態にもどる。

1. インヒビター SW回路（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で主要項目を選択する。

3. P、R、N、Dレンジに動かして画面内の表示がセレクトレンジと

一致していることを確認する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメイン
ハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-95ペー

ジ ) を参照すること。）

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

30 インヒビター SW1

キー SW ON

Pレンジにセレクトする。 電源電圧

Nレンジにセレクトする。 2.5V以下

31 インヒビター SW2
Pレンジにセレクトする。 電源電圧

Dレンジにセレクトする。 2.5V以下

38 インヒビター SW3
Dレンジにセレクトする。 電源電圧

Rレンジにセレクトする。 2.5V以下

39 インヒビター SW4
Dレンジにセレクトする。 2.5V以下

Pレンジにセレクトする。 電源電圧

47
インヒビター SW3
（モニター）

Dレンジにセレクトする。 電源電圧

Rレンジにセレクトする。 2.5V以下

PCIA0034J
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2. インヒビター SW回路（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. P、R、N、Dレンジに動かして A/T C/Uのコネクター端子とアー

ス間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-95ページ ) を参照すること。）

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

構成部品点検 JCS005YR

インヒビタースイッチ

1. セレクトレバーを動かして、インヒビタースイッチコネクターの端
子間の導通を点検する。

レンジ

端子番号

30 31 38 39

インヒビ
ター SW1

インヒビ
ター SW2

インヒビ
ター SW3

インヒビ
ター SW4

P 電源電圧 電源電圧 － 電源電圧

R － － 2.5V以下 －

N 2.5V以下 － － －

D － 2.5V以下 電源電圧 2.5V以下

PCIA0035J

インヒビター SW レンジ コネクター 端子番号 導通

SW1
P

A/Tターミナ
ル ASSY中間
コネクター 3

1～アース

なしSW2 2～アース

SW3
D

3～アース

SW4 4～アース
あり

SW3モニター P,R,N,D 3～ 5 PCIA0037J



インヒビタースイッチ系統
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2. NGならコントロールリンケージを切り離した状態で再度点検する。（ステップ 1を参照すること）

3. ケーブルを外して点検して OK なら、コントロールリンケージの調整を行う。（「A/T ポジションの調整（2WD）」

(AT-154ページ ) を参照すること。）

4. コントロールリンケージを外しても NGなら、トランスミッション ASSYを交換する。
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油温センサー系統 PFP:31940

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS005YS

数値データは参考値である。

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YT

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YU

1. 油温センサー及び A/Tターミナル ASSY

1. キースイッチを OFFにする。

2. トランスミッション右側のA/TターミナルASSY中間コネクター

1及び 2を外す。

3. コネクター端子間の抵抗を点検する。

4. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ • CONSULT–Ⅱを使用する場合、2へ

• CONSULT–Ⅱを使用しない場合、3へ

NG ≫ • 下記の項目を点検する。

- 油温センサー（「構成部品点検」(AT-99ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

モニタ項目 条件 基準値

ユオンセンサ 1

A/Tフルード約 0℃ 約 2.2Ｖ

A/Tフルード約 20℃ 約 1.8Ｖ

A/Tフルード約 80℃ 約 0.6Ｖ

ユオンセンサ 2

A/Tフルード約 0℃ 約 2.2Ｖ

A/Tフルード約 20℃ 約 1.7Ｖ

A/Tフルード約 80℃ 約 0.5Ｖ

端子番号 項目 条件 判定基準

8 油温センサー 1

油温が約 0℃の時 約 2.2Ｖ

油温が約 20℃の時 約 1.8Ｖ

油温が約 80℃の時 約 0.6Ｖ

17 油温センサー 2

油温が約 0℃の時 約 2.2Ｖ

油温が約 20℃の時 約 1.7Ｖ

油温が約 80℃の時 約 0.5Ｖ

名称 コネクター 端子番号 油温 抵抗（kΩ）

油温センサー 1

A/Tターミ
ナル ASSY
中間コネク
ター 1

9～アース

0℃ 約 15

20℃ 約 6.5

80℃ 約 0.9

油温センサー 2

A/Tターミ
ナル ASSY
中間コネク
ター 2

1～アース

0℃ 約 10.5

20℃ 約 4.3

80℃ 約 0.5

PCIA0038J



油温センサー系統
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2. 油温センサーからの入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 油温センサの電圧値を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

• A/T C/U及び A/Tターミナル ASSY間のメインハーネスの断線、ショート

3. 油温センサーからの入力信号（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. 暖機しながら、A/T C/Uのコネクター端子とアース間の電圧を点

検する。

3. キースイッチを OFFにする。

4. A/T C/Uのコネクターを外す。

5. コネクター端子とアース間に導通があるか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

• A/T C/U及び A/Tターミナル ASSY間のメインハーネスの断線、ショート

名称 油温 電圧（V）

油温センサー 1

0℃ 約 2.2

20℃ 約 1.8

80℃ 約 0.6

油温センサー 2

0℃ 約 2.2

20℃ 約 1.7

80℃ 約 0.5 PCIA0039J

名称 A/T C/U端子番号 油温 電圧（V）

油温センサー 1 8～ボディーアース

0℃ 約 2.2

20℃ 約 1.8

80℃ 約 0.6

油温センサー 2 17～ボディーアース

0℃ 約 2.2

20℃ 約 1.7

80℃ 約 0.5

PCIA0040J
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4. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら、各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

構成部品点検 JCS005YV

油温センサー

名称 コネクター 端子番号 油温 抵抗（kΩ）

油温センサー 1

A/Tターミ
ナル ASSY
中間コネク
ター 1

9～アース

0℃ 約 15

20℃ 約 6.5

80℃ 約 0.9

油温センサー 2

A/Tターミ
ナル ASSY
中間コネク
ター 2

1～アース

0℃ 約 10.5

20℃ 約 4.3

80℃ 約 0.5
PCIA0038J
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タービンセンサー系統 PFP:31935

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YW

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005YX

1. タービンセンサー
タービンセンサーを点検する。 

•「構成部品点検」(AT-101ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ CONSULT–Ⅱを使用する場合： 2へ

NG ≫ トランスミッション ASSY交換

2. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながら、 タービン RPM の車速を読み取る。車両の加速、

減速に追従して数値が変化するか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/T C/U及びタービンセンサー1、2間のメインハー

ネスの断線、ショート

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
り、たおれ等を点検する。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

36 タービンセンサー 1

走行時

1速、20km/h、アイドル SW OFF＝走行時、CONSULT-
Ⅱのパルス周波数測定機能を使用。注意：通常の診断デー
タリンクケーブルも車両側診断コネクターに接続しておく
こと。

約 1.1K(Hz）

45 タービンセンサー 2

4速、50km/h、アイドル SW OFF＝走行時、CONSULT-
Ⅱのパルス周波数測定機能を使用。注意：通常の診断デー
タリンクケーブルも車両側診断コネクターに接続しておく
こと。

PCIA0041J
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

構成部品点検 JCS005YY

車速センサー 1（出力軸回転センサー）
• 車両をリフトアップ状態にし、CONSULT–Ⅱのパルス周波数測定機

能により 2番端子の周波数を点検する。

注意 : 診断データリンクケーブルを車両に接続しておくこと。

名称 端子番号 操作又は測定条件 基準値

タービンセンサー
1

36

• 1速
• 20km/h
• アイドル

SW OFF

約 1.1K（Hz）
タービンセンサー
2

45

• 4速
• 50km/h
• アイドル

SW OFF

PCIA0042J
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A/Tインターロック判定 PFP:00000

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005YZ

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

A/Tインターロック判定 JCS005Z0

A/Tインターロック判定以上時は、2速、4速又は 5速固定とし走行可能にします。

下記締結パターンを検知した場合、各パターンに対応したフェイルセーフを実行する。

端子番
号

項目 操作又は測定条件 基準値

4
SEL 3
（油圧 SW2、3、5） － － －

10
インプットクラッ
チソレノイドバル
ブ

走行時

ソレノイドバルブが作動した
とき（1速、2速又は 3速） 2V以上

ソレノイドバルブが作動ない
とき

約 0V

11
ハイ &ローリバー
スクラッチソレノ
イドバルブ

ソレノイドバルブが作動した
とき（1速：6km/h以上又は
2速）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しな
いとき（1速：6km/h以下、
3速、4速又は 5速）

約 0V

13
ローコーストブ
レーキソレノイド
バルブ

ソレノイドバルブが作動した
とき（M1-1速又は M2-2速
走行時）

電源電圧

ソレノイドバルブが作動しな
いとき（D走行時）

約 0V

16
SEL1
（油圧 SW2、3、5）

－ － －

19
フロントブレーキ
ソレノイドバルブ

走行時

ソレノイドバルブが作動した
とき（4速以外時）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しな
いとき（4速時）

約 0V

21
ダイレクトクラッ
チソレノイドバル
ブ

ソレノイドバルブが作動した
とき（1速又は 5速）

2V以上

ソレノイドバルブが作動しな
いとき（2速、3速又は 5速
時）

約 0V

26
PSC2
（油圧 SW6）

ハイ &ローリバースクラッチ
ソレノイドバルブ ON時

約 0V

ハイ &ローリバースクラッチ
ソレノイド OFF時

電源電圧

35 PSB2（SW1）

フロントブレーキソレノイド
バルブ ON時

約 0V

フロントブレーキソレノイド
バルブ OFF時

電源電圧
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A/Tインターロック締結パターン表

注意 : 2速又は 5速固定走行時タービンセンサー異常と表示されるがタービンセンサーに異常はありません。

点検要領 JCS005Z1

1. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. 診断モード項目選択で、自己診断結果を選択する。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ •「油圧スイッチ 6系統」(AT-127ページ )、「油圧スイッチ 5系統」(AT-126ページ ) 、「油圧スイッチ

3系統」(AT-125ページ ) 、「油圧スイッチ 1系統」(AT-123ページ ) を参照すること。

• 各ソレノイド「ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能」(AT-92ページ ) 、「ハイ＆ローリバー

スクラッチソレノイド系統」(AT-90ページ ) 、「ローコーストブレーキソレノイド機能」(AT-88ペー

ジ ) 、「ローコーストブレーキソレノイド系統」(AT-86ページ ) 、「フロントブレーキソレノイド機

能」(AT-84ページ ) 、「フロントブレーキソレノイド系統」(AT-82ページ ) 、「インプットクラッチ

ソレノイド機能」(AT-80ページ ) 、「インプットクラッチソレノイド系統」(AT-78ページ ) 、「ライ

ン圧ソレノイド系統」(AT-76ページ ) 、「ロックアップソレノイド機能」(AT-74ページ ) 、「ロック

アップソレノイド系統」(AT-72ページ ) 、「ダイレクトクラッチソレノイド機能」(AT-70ページ ) 、

「ダイレクトクラッチソレノイド系統」(AT-68ページ ) を参照すること。

ギヤポジショ
ン

油圧 SW出力
フェイル
セーフ

フェイルセーフ後のクラッチ出力パターン

SW3
（I/C）

SW6
（H&L

R/C）

SW5
（D/C）

SW1
（Fr/B）

SW2
（LC/B）

I/C
H&L
R/C

D/C Fr/B LC/B L/U

A/Tイン
ターロッ
ク締結パ
ターン

1
● ○ ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

○ ● ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

2
● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

3
○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

● ○ ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF

4
○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

○ ○ ● 5速固定 ON ON OFF ON OFF OFF

5
○ ○ ○ ● 2速固定 OFF OFF ON OFF OFF OFF

○ ● ○ 4速固定 ON ON ON OFF OFF OFF
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2. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

1. キー SWを ONにする。

2. 自己診断を実行する。「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を参照すること。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ •「油圧スイッチ 6系統」(AT-127ページ )、「油圧スイッチ 5系統」(AT-126ページ ) 、「油圧スイッチ

3系統」(AT-125ページ ) 、「油圧スイッチ 1系統」(AT-123ページ ) を参照のこと。

• 各ソレノイド「ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド機能」(AT-92ページ ) 、「ハイ＆ローリバー

スクラッチソレノイド系統」(AT-90ページ ) 、「ローコーストブレーキソレノイド機能」(AT-88ペー

ジ ) 、「ローコーストブレーキソレノイド系統」(AT-86ページ ) 、「フロントブレーキソレノイド機

能」(AT-84ページ ) 、「フロントブレーキソレノイド系統」(AT-82ページ ) 、「インプットクラッチ

ソレノイド機能」(AT-80ページ ) 、「インプットクラッチソレノイド系統」(AT-78ページ ) 、「ライ

ン圧ソレノイド系統」(AT-76ページ ) 、「ロックアップソレノイド機能」(AT-74ページ ) 、「ロック

アップソレノイド系統」(AT-72ページ ) 、「ダイレクトクラッチソレノイド機能」(AT-70ページ ) 、

「ダイレクトクラッチソレノイド系統」(AT-68ページ ) を参照すること。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合が無いことを確認する。

·「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ ) 、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )
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A/T 1速エンジンブレーキ判定 PFP:00000

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005Z2

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005Z3

1. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。

2. 診断モード項目選択で、自己診断結果を選択する。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 油圧スイッチ、ローコーストブレーキソレノイド系統を点検する。

2. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

1. キー SWを ONにする。

2. 自己診断を実行する。「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を参照すること。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 油圧スイッチ、ローコーストブレーキ系統を点検する。

端子番
号

項目 操作又は測定条件 基準値

4
SEL 3
（油圧 SW2、3、5） － － －

13
ローコーストブ
レーキソレノイド
バルブ

走行時

ソレノイドバルブが作動した
とき（M1-1速又はM2-2速
走行時）

電源電圧

ソレノイドバルブが作動しな
いとき（D走行時）

約 0V

16
SEL1
（油圧 SW2、3、5）

－ － －

26
PSC2
（油圧 SW6）

走行時

ハイ &ローリバースクラッチ
ソレノイドバルブ ON時

約 0V

ハイ &ローリバースクラッチ
ソレノイド OFF時

電源電圧

35 PSB2(SW1）

フロントブレーキソレノイド
バルブ ON時

約 0V

フロントブレーキソレノイド
バルブ OFF時

電源電圧
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合が無いことを確認する。

·「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ ) 、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。
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スタート信号系統 PFP:25230

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005Z4

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005Z5

1. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。

2. モニータ項目選択で、項目メニュー選択（スターターリレー）を
選択する。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/T C/U と IPDM E/R 間のハーネスの断線及び

ショート

• スターターモーターリレー「構成部品点検」(AT-108ページ ) を参照すること。

2. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。

2. A/T C/Uコネクター端子とアース間の電圧を点検する。

3. 走行する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/T C/Uと IPDM E/R間のハーネスの断線及びショート

• スターターモーターリレー「構成部品点検」(AT-108ページ ) を参照すること。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

48
スターターモー
ターリレー

キー SW ON
Ｎ、Pレンジセレクト時。 電源電圧

N、Pレンジセレクト時以外。 約 0V

PCIA0056J

N、Pレンジ ：電源電圧

N、Pレンジ以外 ：約 0V

PCIA0060J
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合が無いことを確認する。

·「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ ) 、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS005Z6

スターターモーターリレー（IPDM E/R内）
• 端子間の抵抗を点検する。

注意 : 測定端子部のハーネス（リレー接点部）は断線させておくこ

と。

参考 : スターターモーターリレー（IPDM E/R 内）が不良の場合は

IPDM E/R ASSYで交換すること。

名称 端子番号 キー SW セレクトレバー 導通

スターターモー
ターリレー

（IPDM E/R内）
3～ 13 ON

P,N あり

D,R なし SCIA0844J
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スロットルセンサー系統 PFP:22620

点検要領 JCS005Z7

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-111ページ )へ

NO ≫ 2へ

2. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

1. キースイッチを ONにする。

2. 自己診断を実施する。

•「ECエンジンコントロール」「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ エンジン制御のアクセルセンサー経路を点検。

•「ECエンジンコントロール」「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

3. 自己診断（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

2. 診断モード項目選択で、自己診断結果項目を選択する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• エンジン制御のアクセルセンサー経路を点検「EC エンジンコントロール」「アクセルセンサー系統」

(EC-108ページ ) を参照すること

•「CAN通信系統」(AT-111ページ )を参照すること。

4. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合が無いことを確認する。

·「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ ) 、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。



エンジン回転信号系統
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エンジン回転信号系統 PFP:24825

点検要領 JCS005Z8

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-111ページ )へ

NO ≫ 2へ

2. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。

2. 自己診断を実施する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 点火信号回路を点検する。〔「ECエンジンコントロール」「点火系統」(EC-139ページ ) を参照すること。〕

3. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. エンジンRPMを読み取りながらアクセル開度に応じてエンジン

回転数が変化するか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 点火信号回路を点検する。〔「EC エンジンコントロー

ル」「点火系統」(EC-139ページ ) を参照すること。〕

4. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合が無いことを確認する。

·「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ ) 、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

PCIA0059J
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CAN通信系統 PFP:23710

回路図 JCS005Z9

VQ30DD車

VQ30DD車 +車間自動制御システム付車

4WD車

4WD車 +車間自動制御システム付車

EL-3748D

EL-3887D

EL-3889D

EL-3890D



CAN通信系統
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点検要領 JCS005ZA

1. 点検開始
CONSULT-Ⅱで自己診断結果をチェックする。

「CAN通信」の異常が表示されるか？

YES ≫ 自己診断結果をプリントアウト後、2へ

NO ≫ 点検終了

2. 現象の確認
データモニタの “CAN診断サポートモニタ ”をチェックする。

CAN診断サポートモニタ
車間自動制御システム無車

車間自動制御システム付車

≫ モニタ項目をプリントアウト後、CANシステムへ〔「CAN通信接続ユニット」(LAN-4ページ ) 参照〕

PCIA0061J

正常時 異常時（例）

CANツウシン：OK CANツウシン：OK

CANケイトウ 1：OK CANケイトウ 1：UNKWN

CANケイトウ 2：OK CANケイトウ 2：UNKWN

CANケイトウ 3：OK CANケイトウ 3：UNKWN

CANケイトウ 4：OK CANケイトウ 4：UNKWN

CANケイトウ 5：UNKWN CANケイトウ 5：UNKWN

CANケイトウ 6：UNKWN CANケイトウ 6：UNKWN

正常時 異常時（例）

CANツウシン：OK CANツウシン：OK

CANケイトウ 1：OK CANケイトウ 1：UNKWN

CANケイトウ 2：OK CANケイトウ 2：UNKWN

CANケイトウ 3：OK CANケイトウ 3：UNKWN

CANケイトウ 4：OK CANケイトウ 4：UNKWN

CANケイトウ 5：OK CANケイトウ 5：UNKWN

CANケイトウ 6：UNKWN CANケイトウ 6：UNKWN
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故障診断 −電源系統 PFP:00000

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005ZB

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005ZC

1. A/T C/U電源

1. キースイッチを ONにする。

（エンジンを始動しないこと）

2. A/T C/Uのコネクター端子とアース間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

• キースイッチと A/T C/U 間のメインハーネスの断

線、ショート

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値

2 電源
キー SW ON － 電源電圧

キー SW OFF
キー SW OFFから 3秒

後測定する。
約 0V

3 電源
キー SW ON － 電源電圧

キー SW OFF
キー SW OFFから 3秒

後測定する。
約 0V

5 アース － － －

9 電源 キー SW ON又は OFF － 電源電圧

12 電源
キー SW ON － 電源電圧

キー SW OFF － 約 0V

14 アース － － －

24 アース － － －

33 電源
キー SW ON － 電源電圧

キー SW OFF － 約 0V

42 電源
キー SW ON － 電源電圧

キー SW OFF － 約 0V

46 アース － － －

電源 ：電源電圧

PCIA0063J



故障診断 −電源系統
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2. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. A/T C/U のコネクター端子 5、14、24、46 とアース間の導通を

点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースのショー

トを修理する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら、各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

SCIA1154J
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コントロールユニット（RAM) PFP:31036

点検要領 JCS005ZD

1. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。

2. 診断モード選択で、自己診断結果項目を選択する。

3. エンジンを始動する。

A/T C/U RAMが表示されるか？

YES ≫ A/Tコントロールユニット交換

•「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

NO ≫ 終了
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コントロールユニット（ROM) PFP:31036
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点検要領 JCS005ZE

1. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。

2. 診断モード選択で、自己診断結果項目を選択する。

3. エンジンを始動する。

A/T C/U ROMが表示されるか？

YES ≫ A/Tコントロールユニット交換

•「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

NO ≫ 終了



コントロールユニット (EEPROM)
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コントロールユニット (EEPROM) PFP:31036
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点検要領 JCS005ZF

1. 自己診断（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。

2. セレクトレバーを Rレンジに入れる。

3. アクセルを全開にする。

4. 記憶消去を押す。

5. キースイッチを OFFにして 10秒以上待つ。

6. キースイッチを ONにする。

A/T C/U EEPROMが表示されるか？

YES ≫ A/Tコントロールユニット交換

•「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

NO ≫ 終了



車速センサー 2系統
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車速センサー 2系統 PFP:24814

点検要領 JCS005ZG

1. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながらシャソク センサ 2メータの車速を読み取る。

車両の加速、減速に追従して数値が変化するか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 2へ

2. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。

2. ブレーキの自己診断を実施する。〔「故障診断」(BRC-7ページ ) 又は (BRC-34) を参照すること。〕

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 車輪回転センサーヘ〔「点検 1 車輪回転センサー系統」(BRC-21ページ ) 又は (BRC-47) を参照するこ

と。〕

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

PCIA0033J
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マニュアルモードスイッチ系統 PFP:34901

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS005ZH

点検要領 JCS005ZI

1. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

2. モニター項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 各 SWの作動（ON－ OFF）を点検する。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

1. マニュアルモードスイッチを点検する。

-「構成部品点検」(AT-122ページ )を参照すること。

2. コネクターハウジングからの端子の抜け、ゆるみ、曲がり、たおれ等を点検する。

2. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用しない場合）

CONSULT-Ⅱを使用しない場合

マニュアルモードスイッチを点検する。

•「構成部品点検」(AT-122ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ コントロールデバイス ASSY交換

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 終了

NG ≫ コントロールデバイス ASSY交換

モニタ項目 条件 基準値

Mモード SW [ON–OFF]
マニュアルシフトゲート位置（中立） ON

上記以外 OFF

NON Mモード SW [ON–OFF]
マニュアルシフトゲート位置 OFF

上記以外 ON

UP SW [ON–OFF]
セレクトレバー :+側 ON

上記以外 OFF

DOWN SW [ON–OFF]
セレクトレバー :-側 ON

上記以外 OFF



マニュアルモードスイッチ系統
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構成部品点検 JCS005ZJ

マニュアルモードスイッチ
• セレクトレバーを操作し、コントロールデバイスコネクターの端子
間の導通を点検する。

ポジション表示灯故障診断（マニュアルモード時） JCS005ZK

点検要領

1. 入力信号（CONSULT-Ⅱを使用する場合）

CONSULT-Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. データモニタから主要項目を選択し、ギヤを選択すること。

3. マニュアルモードで走行しセレクトレバーを＋側及び－側（1速

⇔5速）に操作したとき、実際のギヤポジションとメータのポジ

ション表示が一致しているか確認する。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 終了

NG ≫ 下記項目を点検する。

走行結果

4～ 10（メインゲート）

メインゲート位置 ：導通あり

メインゲート位置以外 ：導通なし

4～ 8（マニュアルシフトゲート）

マニュアルシフトゲート中立位置 ：導通あり

マニュアルシフトゲート中立位置以外 ：導通なし

4～ 9（シフトアップ）

シフトアップ時（＋側） ：導通あり

シフトアップ時以外（＋側以外） ：導通なし

3～ 4（シフトダウン）

シフトダウン時（－側） ：導通あり

シフトダウン時以外（－側以外） ：導通なし

SCIA0840J

PCIA0065J

結果 推定不具合箇所

実際のギアポジションが変化しない又はマニュアルモー
ド自体に入らない。（マニュアルモード変速しない）
 ポジション表示灯が表示されない。

マニュアルモード SW経路
「マニュアルモードスイッチ系統」(AT-121ページ )を参
照すること。
A/T本体系統（フェイルセーフ作動状態）
•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機
能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) 
を参照すること。

実際のギアポジションは変化するが、ポジション表示灯
が表示されない。

自己診断を実施する。
•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )を参照するこ
と。

実際のギアポジションとポジション表示灯の表示が異な
る。

自己診断を実施する。
•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )を参照するこ
と。

特定のギアポジションだけ、ポジション表示灯が表示さ
れない。

メーター C/U点検
•「コンビネーションメーター」「自己診断機能」(DI-22
ページ ) を参照すること。
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油圧スイッチ 1系統 PFP:25240

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005ZL

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005ZM

1. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、主要項目を選択する。

3. Dレンジで走行（1速⇔3速）し、ユアツスイッチの ON－ OFFを確認する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • 油圧スイッチ 1（FR/B）（PSB2）～ A/T C/U間のメ

インハーネスの断線、ショートがないか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
り、たおれ等を点検する。

2. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. Dレンジで走行（1速⇔3速）し、A/T C/Uのコネクター端子と

アース間の電圧を点検する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • 油圧スイッチ 1（FR/B）（PSB2）～ A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショートがないか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

35 PSB2（油圧 SW1）
走行時、フロントブレーキソレノイドバルブ OFF時 電源電圧

走行時、フロントブレーキソレノイドバルブ ON時 約 0V

PCIA0067J

ソレノイドバルブ 端子番号 電圧

フロントブレーキソレノ
イドバルブ

OFF
35～アース

電源電圧

ON 約 0V
PCIA0066J
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. トランスミッション ASSY交換。

「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。
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油圧スイッチ 3系統 PFP:25240

点検要領 JCS005ZN

1. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、主要項目を選択する。

3. Dレンジで走行（3速⇔4速）し、ユアツ SW3の ON－ OFFを確認する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 油圧スイッチ 3（VC）（SEL1、2、3又は DATA BITI）

～ A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショートが

ないか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ トランスミッション ASSY交換。「作業上の注意」(AT-6ページ ) を参照すること。

PCIA0067J
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油圧スイッチ 5系統 PFP:25240

点検要領 JCS005ZO

1. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、主要項目を選択する。

3. Dレンジで走行（1速⇔2速）し、ユアツスイッチ 5の ON－ OFFを確認する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ • 油圧スイッチ 5（D/C）（SEL1、2、3又は DATA BITI）

～ A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショートが

ないか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。

PCIA0067J
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油圧スイッチ 6系統 PFP:25240

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS005ZP

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS005ZQ

1. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、主要項目を選択する。

3. Dレンジで走行（1速⇔3速）し、ユアツスイッチ 6の ON－ OFFを確認する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • 油圧スイッチ 6（H8LR/C）（PSC2）～ A/T C/U 間

のメインハーネスの断線、ショートがないか点検す
る。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
り、たおれ等を点検する。

2. 入力信号（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. Dレンジで走行（1速⇔3速）し、A/T C/Uのコネクター端子と

アース間の電圧を点検する。

「構成部品と作動状態」(AT-13ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • 油圧スイッチ6（HLR/C）（PSC2）～A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショートがないか点検する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

26 PSC2（油圧 SW6）
走行時、ハイ＆ローリバースクラッチソレノイドバルブ OFF時 電源電圧

走行時、ハイン＆ローリバースクラッチソレノイド ON時 約 0V

PCIA0067J

ソレノイドバルブ 端子番号 電圧

ハイ＆ローリバースク
ラッチソレノイドバルブ

OFF
26～アース

電源電圧

ON 約 0V
PCIA0068J
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. トランスミッション ASSY交換。

-「作業上の注意」(AT-6ページ )を参照すること。
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インヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フ
ル信号系統 PFP:31918

点検要領 JCS005ZR

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-111ページ )へ

NO ≫ 2へ

2. インヒビタースイッチ回路（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で主要項目を選択する。

3. P、R、N、Dレンジに動かして画面内の表示がセレクトレンジと

一致していることを確認する。（Pレンジ位置では、Nレンジ SW

ONとなる。）

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメイン
ハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-132

ページ ) を参照すること。）

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

PCIA0034J
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3. インヒビタースイッチ回路（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. P、R、N、Dレンジに動かして A/T C/Uのコネクター端子とアー

ス間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-132ページ ) を参照すること。）

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

4. マニュアルモードスイッチ回路（CONSULT–Ⅱを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. マニュアルモードスイッチを ON、OFFさせて画面内のレバース

イッチの表示がそれに応じて ON、OFFするか確認する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

1. マニュアルモード スイッチ（「構成部品点検」(AT-

132ページ ) を参照のこと。）

2. コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲
がり、たおれ等を点検する。

5. マニュアルモードスイッチ回路（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

マニュアルモードスイッチを点検する。

「マニュアルモードスイッチ系統」(AT-121ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ コントロールデバイス ASSY交換

レンジ

端子番号

30 31 38 39

インヒビ
ター SW1

インヒビ
ター SW2

インヒビ
ター SW3

インヒビ
ター SW4

P 電源電圧 電源電圧 － 電源電圧

R － － 2.5V以下 －

N 2.5V以下 － － －

D － 2.5V以下 電源電圧 2.5V以下

PCIA0035J

PCIA0064J
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6. ストップランプスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. ストップランプスイッチを ON、OFFさせて画面内のブレーキス

イッチの表示がそれに応じて ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 7へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチとストップランプスイッチ間のメイ
ンハーネスの断線、ショート

• ストップランプスイッチ（「構成部品点検」(AT-132

ページ ) を参照のこと。）

• ストップランプスイッチと ABSアクチュエーター・C/U間のメインハーネスの断線、ショート

7. アイドル信号及びフルスイッチ信号（CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ）

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. アクセルペダルを操作し画面内のアイドルスイッチ及びフルス

イッチの表示が正しく ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 8へ

NG ≫ ECCS C/Uの自己診断を実施する。〔「故障診断」(EC-24ページ ) 参照〕

8. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-58ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-64ページ ) を

参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

PCIA0070J

アクセルペダル操作
モニタ項目

アイドルシンゴウ
フルスロットルシ

ンゴウ

放したとき ON OFF

一杯まで踏込んだとき OFF ON

PCIA0070J
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構成部品点検 JCS005ZS

インヒビタースイッチ

1. セレクトレバーを動かして、インヒビタースイッチコネクターの端
子間の導通を点検する。

マニュアルモードスイッチ
• セレクトレバーを操作し、コントロールデバイスコネクターの端子
間の導通を点検する。

ストップランプスイッチ
• ストップランプスイッチコネクターの端子間の導通を点検する。

インヒビター SW レンジ コネクター 端子番号 導通

SW1
P

A/Tターミナ
ル ASSY中間
コネクター 3

1～アース

なしSW2 2～アース

SW3
D

3～アース

SW4 4～アース
あり

SW3モニター P,R,N,D 3～ 5 PCIA0037J

4～ 10（メインゲート）

メインゲート位置 ：導通あり

メインゲート位置以外 ：導通なし

4～ 8（マニュアルシフトゲート）

マニュアルシフトゲート中立位置 ：導通あり

マニュアルシフトゲート中立位置以外 ：導通なし

4～ 9（シフトアップ）

シフトアップ時（＋側） ：導通あり

シフトアップ時以外（＋側以外） ：導通なし

3～ 4（シフトダウン）

シフトダウン時（－側） ：導通あり

シフトダウン時以外（－側以外） ：導通なし

SCIA0840J

1～ 2

ブレーキペダルを踏む ：導通あり

ブレーキペダルを踏まない ：導通なし

ATN2018D
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A/Tモードスイッチ系統 PFP:25130

点検要領 JCS005ZT

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-111ページ )へ

NO ≫ 2へ

2. A/Tモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. A/Tモードスイッチを操作し、画面内のパワースイッチ及びホールド /スノースイッチの表示が正しく ON、OFF

することを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/Tモードスイッチ（「構成部品点検」(AT-134ページ ) を参照のこと。）

• キースイッチと A/Tモードスイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• A/Tモードスイッチとコンビネーションメーター間（POWER）、A/Tモードスイッチと ECCS C/U

間（SNOW）のメインハーネスの断線、ショート

3. A/Tモード表示灯

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. A/Tモードスイッチを操作したとき、それぞれ POWER表示灯及び SNOW表示灯が点灯することを確認する。

点灯するか？

YES ≫ 終了

NO ≫ 1. 下記の項目を点検する。

- A/Tモードスイッチを点検する。（「構成部品点検」(AT-134ページ ) を参照のこと。）

- キースイッチと A/Tモードスイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

- メインハーネスの A/Tモードスイッチアース回路の断線、ショート

2. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

3. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

A/Tモード SW
モニタ項目

パワー SW ホールド /スノー SW

POWER ON OFF

AUTO OFF OFF

SNOW OFF ON
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構成部品点検 JCS005ZU

A/Tモードスイッチ

スイッチ部
• A/Tモードスイッチの端子間の導通を点検する。

表示灯
• 端子間にバッテリー電圧を加え、表示灯が点灯するか点検する。

注意 : • ショートさせないように注意すること。

• 極性を間違えると破損につながるので注意すること。

1～ 3

POWER時 ：導通あり

POWER以外 ：導通なし

1～ 4

SNOW時 ：導通あり

SNOW以外 ：導通なし

SCIA0465J

バッテリー電圧
表示灯

プラス側 マイナス側

3 2 POWER表示灯：点灯

4 2 SNOW表示灯：点灯

SCIA0838J
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現象別故障診断 PFP:00007

A/T電子制御システム警告灯が点灯しない JCS005ZV

現象
キースイッチを ONにしても A/T電子制御システム警告灯が約 2秒間点灯しない。

点検要領

1. A/T C/U電源

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. A/T C/Uの端子とアース間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチと A/T C/U 間のメインハーネスの断

線、短絡

• キースイッチとヒューズ

2. A/T　C/Uアース回路

1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uコネクターを外す。

3. 5、14、24、46番端子とアース間の導通を点検する。

4. OKのときはハーネスがアース又は電源へ短絡していないか点検

する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス又はコネクターのアースや電源への短絡を

修理する。

3. A/T電子制御システム警告灯回路

1. キースイッチを OFFにする。

2. コンビネーションメーターを点検する。

「コンビネーションメーター」(DI-4ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

•「CAN通信系統」(AT-111ページ )を参照すること。

電圧

2、3、9、12、33、42番端子～アース ：電源電圧

PCIA0063J

SCIA1146J
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4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

P及び Nレンジでエンジンが始動しない JCS005ZW

現象
• P及び Nレンジでエンジンを始動できない。

• D、Rレンジでエンジンが始動する。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビター SW回路を点検する。「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) を参照すること。

NO ≫ 2へ

2. スターター
スターターシステムを点検する。別冊「配線図集」を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Pレンジに入れても車を押すと動いてしまう JCS005ZX

現象
Pレンジに入れてもパーキング機構が働かず、車を押すと動いてしまう。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。
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点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。

NO ≫ 2へ

2. コントロールケーブル
コントロールケーブルを点検する。

•「シフトコントロールシステム」(AT-153ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ コントロールケーブルを調整する。（「シフトコントロールシステム」(AT-153ページ) を参照すること。）

3. パーキング機構
パーキング機構を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ トランスミッション ASSY交換

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ • A/T C/Uの入出力信号を点検する。

• NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Nレンジで車が動き出す JCS005ZY

現象
Nレンジで、車が前後方向へ動いてしまう。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。

NO ≫ 2へ
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2. コントロールケーブル
コントロールケーブルを点検する。

•「シフトコントロールシステム」(AT-153ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ コントロールケーブルを調整する。（「シフトコントロールシステム」(AT-153ページ) を参照すること。）

3. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ • A/T C/Uの入出力信号を点検する。

• NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Nから Dレンジへのシフトショックが大きい JCS005ZZ

現象
Nから Dレンジへ入れたとき大きなショックがある。

点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

自己診断結果が油温センサー、ライン圧ソレノイドバルブ又はスロットルセンサーを表示するか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「油温センサー系統」(AT-97ページ )「ライン圧ソレノイド系統」(AT-76ペー

ジ )  「スロットルセンサー系統」(AT-109ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 2へ

2. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ )  を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。

ATA0022D
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3. ライン圧
Dレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-37ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ トランスミッション ASSY交換

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Rレンジで走行不能又は極度の加速不良 JCS00600

現象
Rレンジでクリープがない。又は極度の加速不良

点検要領

1. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

2. ストールテスト
1及び Rレンジでストール回転数を点検する。

•「ストールテスト」(AT-36ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 4へ

ATN0150D

ATA0022D

ATN0187D
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3. ライン圧
Rレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-37ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ ライン圧ソレノイドバルブ点検、「ライン圧ソレノイ

ド系統」(AT-76ページ ) を参照すること。

4. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。

NO ≫ 5へ

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Dレンジで走行不能又は極度の加速不良 JCS00601

現象
D、2、1レンジでクリープがない。

点検要領

1. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

ATN0150D

ATA0022D
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2. ストールテスト
Dレンジでストール回転数を点検する。

•「ストールテスト」(AT-36ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 4へ

3. ライン圧
Dレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-37ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ ライン圧ソレノイドバルブ点検、「ライン圧ソレノイ

ド系統」(AT-76ページ ) を参照すること。

4. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) を参照すること。

NO ≫ 5へ

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

1速から発進しない JCS00602

現象
走行テストのパート 1で D1 から発進できない。

ATN0187D

ATN0150D
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点検要領

1. 現象確認

Rレンジでクリープがあるか？

OK ≫ 2へ

NG ≫「Rレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-139ページ )へ

2. 自己診断結果
自己診断を実施する。

走行テスト後、自己診断結果が車速センサー 1（出力軸回転センサー）、ライン圧ソレノイドを表示するか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66 ページ )  、「ライン

圧ソレノイド系統」(AT-76ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 3へ

3. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」の 「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。

4. ライン圧
Dレンジのストールポイントでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-37ページ )を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 5へ

NG ≫ トランスミッション交換

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ATN0150D
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D レンジで１速から２速へシフトアップしない、又は 4速から２速へキックダウンし
ない JCS00603

現象
Dレンジで、きめられた車速で 1速から 2速へシフトアップしない、又はアクセルペダルを一杯に踏込んでも４速か

ら 2速へキックダウンしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジでクリープがあり、走行テストで D 1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-140ページ )は「1速から発進しない」(AT-141ページ )  へ

2. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ • インヒビタースイッチ回路を点検する。

•「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ )を参照すること。

NO ≫ 3へ

3. 車速センサー 1（出力軸回転センサー）及び車速センサー 2回路

車速センサー 1（出力軸回転センサー）及び車速センサー 2回路を点検する。

•「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66 ページ ) 及び「車速センサー 2 系統」(AT-120ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 車速センサー 1（出力軸回転センサー）又は車速センサー 2を修理又は交換する。

4. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 5へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。
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5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Dレンジで 2速から 3速へシフトアップしない JCS00604

現象
きめられた車速で D1 から D2  へシフトアップしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジでクリープがあり、走行テストで D1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-140ページ )又は「1速から発進しない」(AT-141ペー

ジ )  へ

2. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ • インヒビタースイッチ回路を点検する。

•「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ )を参照すること。

NO ≫ 3へ

3. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。
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4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Dレンジで 3速から 4速へシフトアップしない JCS00605

現象
• きめられた車速で D3 から D4  へシフトアップしない。

• A/Tを暖機しないと D3   から D4 へシフトアップしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジでクリープがあり、走行テストで D1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-140ページ )又は「1速から発進しない」(AT-141ペー

ジ )  へ

2. 自己診断結果

CONSULTを使用する場合

走行テスト後、自己診断結果が下記の不具合項目を表示することを確認する。

• インヒビタースイッチ

• 油温センサー

• 車速センサー 1（出力軸回転センサー）

• 車速センサー 2

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) 、「油温センサー系統」(AT-97

ページ )  、「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66 ページ ) 、「車速センサー 2 系統」

(AT-120ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 3へ

3. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。
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4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Dレンジで 4速から 5速へシフトアップしない JCS00606

現象
• きめられた車速で D4 から D5  へシフトアップしない。

• A/Tを暖機しないと D4   から D5 へシフトアップしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジでクリープがあり、走行テストで D1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-140ページ )又は「1速から発進しない」(AT-141ペー

ジ )  へ

2. 自己診断結果

CONSULTを使用する場合

走行テスト後、自己診断結果が下記の不具合項目を表示することを確認する。

• インヒビタースイッチ

• 油温センサー

• 車速センサー 1（出力軸回転センサー）

• 車速センサー 2

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) 、「油温センサー系統」(AT-97

ページ )  、「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66 ページ ) 、「車速センサー 2 系統」

(AT-120ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 3へ

3. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。
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4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ロックアップしない JCS00607

現象
きめられた車速で A/Tがロックアップしない。

点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

走行テスト後、自己診断結果がロックアップソレノイドバルブ回路の不具合を表示するか？

YES ≫ ロックアップソレノイドバルブ回路を点検する。（「ライン圧ソレノイド系統」(AT-76ページ ) を参照

すること。）

NO ≫ 2へ

2. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。

3. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ロックアップ状態を維持できない JCS00608

現象
ロックアップ状態を 30秒以上維持できない。
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点検要領

1. 自己診断結果

自己診断結果がエンジン回転信号回路の不具合を表示するか？

YES ≫ エンジン回転信号回路を点検する。（ 「エンジン回転信号系統」(AT-110ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 2へ

2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ロックアップが解除しない JCS00609

現象
アクセルペダルから足をはなしてもロックアップが解除しない

点検要領

1. アイドル信号 /フルスイッチ信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U 入力項目”でアイドルスイッチ、フルスイッチの不具合が表示されることを確認する。

（「CAN通信系統」(AT-111ページ ) を参照すること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果が CAN通信の不具合を表示することを確認すること。

点検結果は OKか？

YES ≫ CAN通信を点検する。（「CAN通信系統」(AT-111ページ ) を参照すること。）

NO ≫ 2へ

2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

減速時エンジン回転がアイドル回転数まで戻らない JCS0060A

現象
• シフトダウンしたときエンジン回転がアイドル回転までスムーズに戻らない。
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点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

自己診断結果がマニュアルモード SWの不具合を表示するか？

YES ≫ • マニュアルモード SWを点検する。

•「マニュアルモードスイッチ系統」(AT-121ページ )を参照すること。

NO ≫ 2へ

2. アクセルセンサー
アクセルセンサーを点検する。

•「ECエンジンコントロール」 の「アクセルセンサー系統」(EC-108ページ ) を参照すること。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ アクセルセンサーを修理又は交換する。

3. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

5速→ 4速に変速しない JCS0060B

現象
5速から 4速へシフトダウンしない。

点検要領

1. 自己診断

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”で車速センサー、フロントブレーキソレノイド、ダイレクトクラッチソレノ

イド回路の不具合が表示されることを確認する。（「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66ページ ) 、

「車速センサー2系統」(AT-120ページ ) 、「ダイレクトクラッチソレノイド系統」(AT-68ページ ) 、「フロントブレー

キソレノイド系統」(AT-82ページ ) を参照すること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果が不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合回路を点検する。

NO ≫ 2へ
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2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

Ok ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

4速→ 3速に変速しない JCS0060C

現象
4速から 3速へシフトダウンしない。

点検要領

1. 自己診断

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”で車速センサー、インプットクラッチソレノイド回路の不具合が表示される

ことを確認する。（「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66ページ ) 、「車速センサー 2系統」(AT-120

ページ ) 、「インプットクラッチソレノイド系統」(AT-78ページ ) を参照すること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果が不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合回路を点検する。

NO ≫ 2へ

2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

Ok ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3速→ 2速に変速しない JCS0060D

現象
3速から 2速へシフトダウンしない。
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点検要領

1. 自己診断

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”で車速センサー及びハイ＆ローリバースクラッチソレノイド回路の不具合が

表示されることを確認する。（「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66ページ ) 、「車速センサー 2系

統」(AT-120ページ ) 、「ハイ＆ローリバースクラッチソレノイド系統」(AT-90ページ ) を参照すること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果が回路不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合回路を点検する。

NO ≫ 2へ

2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

Ok ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

2速→ 1速に変速しない JCS0060E

現象
2速から 1速 へシフトダウンしない。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”で車速センサー回路の不具合が表示されることを確認する。（「車速センサー

1（出力軸回転センサー）系統」(AT-66ページ ) 及び「車速センサー 2系統」(AT-120ページ ) を参照すること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果が不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ 不具合回路を点検する。

NO ≫ 2へ
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2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

１レンジでエンジンブレーキがかからない JCS0060F

現象
2 から 1 へ変速したときエンジンブレーキがかからない。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U 入力項目”でインヒビターＳＷ 回路の不具合が表示されることを確認する。（「インヒ

ビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) を参照のすること。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果がインヒビタースイッチ回路の不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。（「インヒビタースイッチ系統」(AT-94ページ ) を参照するこ

と。）

NO ≫ 2へ

2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. ピン端子及び接続に不良がないか再点検する。
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シフトコントロールシステム PFP:34901

コントロールデバイスの取り外し、取り付け JCS0060G

取り外し

1. コントロールデバイスのロアレバー部とコントロールリンケージを分離する。

1. セレクトレバーノブ 2. ノブカバー 3. ロックピン

4. コントロールデバイス ASSY 5. コントロールデバイスコネクター 6. リレー

7. シフトロックソレノイド・パーク SW
ASSY

8. スナップピン 9. コニカルワッシャー

10. プレーンワッシャー 11. ピボットピン 12. コントロールリンケージ

13. ダストカバー 14. ダストカバープレート

SCIA0858J
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2. セレクトレバー下部のノブカバーを下側に取り外す。

3. セレクトレバーノブよりロックピンを抜き取る。

4. セレクトレバーノブを取り外す。

5. コンソールフィニッシャーを取り外す。

6. センターコンソールを取り外す。

7. コントロールデバイスよりキーインターロックケーブルを取り外
す。

•「キーインターロックケーブル」(AT-158ページ )を参照のこと。

8. コントロールデバイスコネクターを外す。

9. コントロールデバイスを取り外す。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• 取り付け終了後は、A/Tポジションの調整と点検を行う。

A/Tポジションの調整（2WD） JCS0060H

1. ピボットピンのナットを緩める。

2. インヒビタースイッチ及び室内のセレクトレバーをP位置にする。

3. ロアレバーを車両後方（Pレンジ方向）へ押した状態でナットを規

定トルクで締め付ける。

A/Tポジションの調整（4WD） JCS006AW

1. ロアレバー部ブラケットのナットを緩める。

2. セレクトレバー及びインヒビタースイッチを P位置にする。

3. ロアレバーを車両後方（Pレンジ方向）へ押した状態でナットを規

定トルクで締め付ける。

A/Tポジションの点検 JCS0060I

1. セレクトレバー Pレンジでキースイッチ ON位置（エンジン停止状態）にする。

2. ブレーキペダルを踏んだとき、Pレンジ以外にセレクトできること。また、踏まないと Pレンジから他のレンジへ

セレクトできないこと。

3. セレクトレバーを作動させ「異常な重さ」「ひっかかり」「異音」「ガタ」等がないこと。

4. セレクトレバーを作動させたとき「コチッ」、「コチッ」と手応えがあり、固定される位置がセレクトレバーの正し
い位置でポジション表示とトランスミッション本体のシフト位置に「ずれ」がないこと。

SCIA0825J

締付トルク ：23.0～ 29.4N·m｛2.4～ 2.9kg·m｝

SCIA0857J

締付トルク ：23.0～ 29.4N·m｛2.4～ 2.9kg·m｝

SCIA1091J
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5. 各ポジションへの操作方法が図のようになること。

6. P,R,Nレンジでセレクトレバーに前後の力を加えずにセレクトボタ

ンを押したとき、ボタン操作に「ひっかかり」がないこと。

7. Rレンジでリバースランプが点灯しブザーがなり、その他のレンジ

ではブザーがならないこと。特に、P及び Nレンジで Rレンジ側

にセレクトレバーを押し付けた状態でブザーがならないこと。

8. P 及び N レンジでエンジンの始動ができ、その他のレンジではエ

ンジンの始動ができないこと。

9. Pレンジでトランスミッションが完全にロックすること。

10.セレクトレバーをマニュアルシフトゲートに移動させたとき、コンビネーションメーターにマニュアルモード表示
されること。

さらに、セレクトレバーを＋側及び－側に操作したとき設定シフトポジションが変わること。

SCIA0826J
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シフトロックシステム PFP:34950

構成部品取付位置 JCS0060J

シフトロック回路図 JCS0060K

構成部品点検 JCS0060L

シフトロックソレノイド
• シフトロックソレノイドに直接バッテリー電圧を加え、作動を点検
する。

注意 : • ショートさせないように注意すること。

• 極性を間違えると破損につながるので注意すること。

パークスイッチ

1. リレーを外す。

2. リレー 1番端子～接続コネクター 1番端子間の導通を点検する。

SCIA0853J

AT-0600D

バッテリー電圧
シフトロックソレノイド

プラス側 マイナス側

3番端子 1番端子 作動する

SCIA0854J

セレクトレバーPレンジ以外の位置又はセレクト
ボタンを押した状態でセレクトレバーを Rから P
レンジにセレクトした状態 ：導通あり

上記以外 ：導通なし

SCIA0855J
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リレー
• リレーの端子間の導通を点検する。

注意 : ショートさせないように注意すること。

ストップランプスイッチ
• ストップランプスイッチコネクターの端子間の導通を点検する。

リバースブザー回路図 JCS0060M

1～ 2番端子にバッテリー電圧（12V） 端子番号 導通

加えたとき
3～ 5

あり

加えないとき なし

SCIA0856J

1～ 2

ブレーキペダルを踏む ：導通あり

ブレーキペダルを踏まない ：導通なし

ATN2018D

AT-0605D
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キーインターロックケーブル PFP:34908

取り外し、取り付け JCS0060N

取り外し

1. ステアリングコラムカバー、インストロアドライバーパネル、コンソールフィニッシャー、センターコンソール、
インストサイドパネル（右）を取り外す。

2. キーインターロックケーブルのスライダーの爪を押しながらケー
シングキャップ方向へスライドさせて、キーインターロックロッド
とアジャストホルダーを外す。

3. ケーシングキャップをコントロールデバイスのブラケットより取
り外す。

4. キーシリンダーよりホルダーを取り外す。

5. キーインターロックケーブル固定用クリップを外し、キーインター
ロックケーブルを取り外す。

取り付け

1. キースイッチを ACC又は ONの位置にし、キーシリンダーにキーインターロックケーブルのホルダーを確実に取

り付ける。

2. キーインターロックケーブル固定用クリップでキーインターロックケーブルを固定する。

3. キースイッチを Lockの位置にする。

ATA1106D

SCIA0859J
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4. セレクトレバーを P レンジにし、コントロールデバイスのキーイ

ンターロックロッドにキーインターロックケーブルのアジャスト
ホルダーを仮付けする。

5. キーインターロックケーブルのケーシングキャップをコントロー
ルデバイスのブラケットに取り付ける。

注意 : • キーインターロックケーブルを取り付ける際は、無理な

曲げ及びネジリ等を与えないように行うこと。

• キーインターロックケーブルをコントロールデバイスに
取り付け後、必ずケーシングキャップがブラケットに確
実に固定されているか確認し、ケーシングキャップが外
れやすくなっている場合（離脱荷重 39.2N｛4kg｝未満）はキーインターロックケーブルを交換すること。

6. キーインターロックケーブルのスライダーを持ち、他の部分に触れないように、キーインターロックロッド側にス
ライドさせて、アジャストホルダーとキーインターロックロッドを確実に取り付ける。

注意 : • キーインターロックケーブルのスライダーを持つ場合は、スライダーの爪を押さないこと。

• スライダーをスライドさせる際は、キーインターロックロッドの直角方向に力を加えないこと。

7. ステアリングコラムカバー、インストロアドライバーパネル、センターコンソール、 コンソールフィニッシャー、

インストサイドパネル（右）を取り外す。

ATA1109D
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エアブリーザーホース PFP:31098

取り外し、取り付け JCS0060O

エアブリーザーホースの脱着要領については、図を参照のこと。 

2WD車

4WD車

注意 : • エアブリーザーホース取り付け時、折れ、曲がり等によるつぶれ、つまりがないようにすること。

• ホース挿入代はチューブ曲げ R止まりまで確実に挿入のこと。

SCIA1147J

SCIA1148J
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トランスミッション ASSY PFP:31020

車両からの脱着（2WD） JCS0060P

取り外し
注意 : エンジンからトランスミッションを取り外す前に POS センサーを取り外しておくこと。また、POS センサー

を損傷させないように注意すること。

1. エンジンカバー、バッテリーを取り外す。

2. エキゾーストチューブを取り外す。

3. プロペラシャフトを取り外す。

4. セレクトレバーよりコントロールロッドを取り外す。

5. A/Tターミナル ASSY中間コネクター 1、2及び 3のコネクター及びハーネスを取り外す。

6. POSセンサーを取り外す。

注意 : • 落下等の衝撃を与えないよう取り扱うこと。

• 分解しないこと。

• センサー先端磁気部に金属粉等を付着させないこと。

• 磁気の影響を受ける場所に置かないこと。

7. トランスミッション及びエンジンよりオイルクーラーチューブを
取り外す。

8. エアブリーザーホースを取り外す。

1. トランスミッション ASSY 2. オイルレベルゲージ 3. エアブリーザーホース

4. オイルチャージングパイプ 5. オイルクーラーチューブ 6. ブラケット
7. エンジンリヤメンバー 8. インシュレーター 9. 銅ワッシャー

10. Oリング

SCIA1149J

SCIA0861J



トランスミッション ASSY

AT - 162

[RE5R05A]

9. オイルチャージングパイプを取り外す。

10.スターターモーターを取り外す。

11.コンバーターハウジング部のダストカバーを取り外す。

12.クランクシャフトを回転させ、ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルト（4本）を取り外す。

注意 : クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から見て右回転させること。

13.トランスミッションにミッションジャッキをセットする。

注意 : • ミッションジャッキをセットするときにドレーンプラグに当たらないように注意すること。

• トランスミッション後端にあるコンパニオンフランジ部を支点とする作業は行わないこと。

14.エンジンリヤメンバーを取り外す。

•「車両からの脱着」(EM-113ページ )を参照のこと。

15.エンジンとトランスミッションの取付ボルトを取り外す。

16.トランスミッションを車両より取り外す。

注意 : 取り外し後に移動等させる際はトランスミッション後端に

あるコンパニオンフランジ部を支点とする作業は行わない
こと。

ATA0025D

ATA1623D
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点検

トルクコンバーター取付点検
• トルクコンバーターをトランスミッションに挿入した後は、必ず A

寸法が基準値にあることを点検する。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• トランスミッションをエンジンに取り付けるときは、取付ボルトを
下記の基準で取り付ける。

• ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルトの位置を合わ
せ、仮締めした後、規定トルクで締め付ける。

注意 : • クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から

見て右回転させること。

• クランクプーリーボルトを固定し、トルクコンバーターの
締結ボルトを締め付けた場合は、クランクプーリー取付ボ
ルトの締付トルクを確認すること。

• POSセンサーを取り付けるときは Oリングを組み付け後、センサー

を取り付ける。

• 取り付け後は、油漏れ及び油量、A/Tポジションを点検する。

A寸法 ：25.0mm以上

ATA0027D

ボルト№ 1 2 3

本数 1 5 2

首下長さ
（mm）

55 65 35

締付トルク
（N·m｛kg·m｝）

70～ 80
｛7.2～ 8.1｝

41.2～ 52.0
｛4.2～ 5.3｝

SCIA0903J

締付トルク ：44～ 58N·m｛4.4～ 6.0kg·m｝

ATA1292D
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車両からの脱着（4WD） JCS0064X

取り外し
注意 : エンジンからトランスミッションを取り外す前に POSセンサーを取り外しておくこと。また、POSセンサー

を損傷させないように注意すること。

1. エンジンカバー、バッテリーを取り外す。

2. フロントエキゾーストチューブ及びリヤエキゾーストチューブを取り外す。

3. フロントプロペラシャフト及びリヤプロペラシャフトを取り外す。

4. セレクトレバーよりコントロールロッドを取り外す。

5. A/Tターミナル ASSY中間コネクター 1、2及び 3のコネクター及びハーネスを取り外す。

6. POSセンサーを取り外す。

注意 : • 落下等の衝撃を与えないよう取り扱うこと。

• 分解しないこと。

• センサー先端磁気部に金属粉等を付着させないこと。

• 磁気の影響を受ける場所に置かないこと。

7. トランスミッション及びエンジンよりオイルクーラーチューブを
取り外す。

8. トランスミッション用エアブリーザーホースとトランスファーン
用エアブリーザーホースを取り外す。

1. トランスミッション ASSY 2. オイルレベルゲージ 3. トランスミッション用エアブリーザー
ホース

4. トランスファー用エアブリーザーホー
ス

5. オイルチャージングパイプ 6. オイルクーラーチューブ

7. リヤプレートカバー 8. エンジンリヤメンバー 9. コントロールロッド

10. 銅ワッシャー 11. Oリング 12. ブラケット

SCIA1150J

SCIA0861J
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9. オイルチャージングパイプを取り外す。

10.スターターモーターを取り外す。

11.コンバーターハウジング部のダストカバーを取り外す。

12.クランクシャフトを回転させ、ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルト（4本）を取り外す。

注意 : クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から見て右回転させること。

13.トランスミッションにミッションジャッキをセットする。

注意 : • ミッションジャッキをセットするときにドレーンプラグに当たらないように注意すること。

• トランスミッション後端にあるコンパニオンフランジ部を支点とする作業は行わないこと。

14.エンジンリヤメンバーを取り外す。

•「車両からの脱着」(EM-118ページ )を参照のこと。

15.エンジンとトランスミッションの取付ボルトを取り外す。

16.トランスミッションを車両より取り外す。

（4WD 車はトランスファーがトランスミッションに取り付いてい

る状態なので、一体で車両より取り外した後、トランスファーをト
ランスミッションより取り外す。）

注意 : 取り外し後に移動等させる際はトランスミッション後端に

あるコンパニオンフランジ部を支点とする作業は行わない
こと。

ATA0025D

ATA1623D
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点検

トルクコンバーター取付点検
• トルクコンバーターをトランスミッションに挿入した後は、必ず A

寸法が基準値にあることを点検する。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• トランスミッションをエンジンに取り付けるときは、取付ボルトを
下記の基準で取り付ける。

• ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルトの位置を合わ
せ、仮締めした後、規定トルクで締め付ける。

注意 : • クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から

見て右回転させること。

• クランクプーリーボルトを固定し、トルクコンバーターの
締結ボルトを締め付けた場合は、クランクプーリー取付ボ
ルトの締付トルクを確認すること。

• POSセンサーを取り付けるときは Oリングを組み付け後、センサー

を取り付ける。

• 取り付け後は、油漏れ及び油量、A/Tポジションを点検する。

A寸法 ：25.0mm以上

ATA0027D

ボルト№ 1 2 3 4

本数 1 5 2 1

首下長さ
（mm）

55 65 35 65

締付トルク
（N·m
｛kg·m｝）

70～ 80
｛7.2～ 8.1｝

41.2～
52.0

｛4.2～
5.3｝

29～ 39
｛3.0～

4.0｝ SCIA1113J

締付トルク ：44～ 58N·m｛4.4～ 6.0kg·m｝

ATA1292D
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サービスデータ PFP:00030

変速車速 JCS0060Q

駆動方式 2WD

エンジン型式 VQ30DD

モデル No. 90X10

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 61～ 65
95～
103

147～
157

219～
225

215～
225

132～
142

77～ 85 41～ 45

パワー 61～ 65
95～
103

147～
157

219～
225

215～
225

132～
142

77～ 85 41～ 45

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 34～ 38 65～ 71
110～

118
151～

159
127～

135
74～ 82 36～ 42 9～ 13

パワー 46～ 50 72～ 78
112～

120
166～

174
148～

156
93～
101

47～ 53 9～ 13

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 90X11

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 54～ 58 83～ 91
130～

140
193～

203
189～

199
120～

130
72～ 80 37～ 41

パワー 54～ 58 83～ 91
130～

140
193～

203
189～

199
120～

130
72～ 80 37～ 41

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 34～ 38 61～ 67
109～

117
140～

148
112～

120
79～ 87 39～ 45 18～ 22

パワー 42～ 46 64～ 70
100～

108
149～

157
134～

142
83～ 91 46～ 52 18～ 22

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DET(MA-X以外 )

モデル No. 90X06(MA-X以外 )

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 61～ 65
94～
102

146～
156

228～
238

214～
224

134～
144

78～ 86 39～ 43

パワー 61～ 65
94～
102

146～
156

228～
238

214～
224

134～
144

78～ 86 39～ 43

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 35～ 39 71～ 77
97～
107

146～
154

108～
116

61～ 69 34～ 40 18～ 22

パワー 44～ 48 71～ 77
107～

115
159～

169
140～

148
91～ 99 47～ 53 18～ 22
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5速完全ロックアップ車速 JCS0060R

• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。
• ハーフスロットル時はアクセル開度 4/8のときをいう。

スリップロックアップ車速 JCS0060S

• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。

ストール回転数 JCS0060T

駆動方式 4WD

エンジン型式 VQ25DET(MA-X)

モデル No. 90X06(MA-X)

スロットル開度
シフト
パターン

車速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D5 D5 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

フルスロットル
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 64～ 68
100～

108
155～

165
230～

240
226～

236
144～

154
84～ 92 42～ 46

パワー 64～ 68
100～

108
155～

165
230～

240
226～

236
144～

154
84～ 92 42～ 46

ハーフスロットル
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 37～ 41 75～ 81
105～

113
160～

168
115～

123
64～ 72 36～ 42 18～ 22

パワー 46～ 50 75～ 81
114～

122
168～

178
148～

156
96～
104

50～ 56 18～ 22

駆動
方式

エンジン
型式

モデル No.

締結車速 (km/h) 解除車速 (km/h)

スロットル閉時
ハーフスロット

ル時
スロットル閉時

ハーフスロット
ル時

2WD VQ30DD 90X10 64～ 72 190～ 198 61～ 69 128～ 136

4WD

VQ25DD 90X11 64～ 72 166～ 174 61～ 69 130～ 138

VQ25DET
90X06(MA-X以外 ) 64～ 72 190～ 198 61～ 69 136～ 144

90X06(MA-X) 68～ 76 200～ 208 65～ 73 143～ 151

ギヤ位置
(スロットル閉時 )

駆動
方式

エンジン
型式

モデル No.
3速スリップ
ロックアップ

4速スリップ
ロックアップ

5速スリップ
ロックアップ

締結車速（km/h）

2WD
VQ30DD 90X10 27～ 35 36～ 44 46～ 54

VQ25DD 90X11 26～ 34 36～ 44 46～ 54

4WD
VQ25DET 90X06(MA-X以外 ) 27～ 35 36～ 44 46～ 54

VQ25DET 90X06(MA-X) 28～ 36 38～ 46 49～ 57

解除車速（km/h）

2WD
VQ30DD 90X10 24～ 32 32～ 40 42～ 50

VQ25DD 90X11 23～ 31 32～ 40 42～ 50

4WD
VQ25DET 90X06(MA-X以外 ) 24～ 32 33～ 41 42～ 50

VQ25DET 90X06(MA-X) 25～ 33 35～ 43 45～ 53

駆動方式 エンジン モデル№ ストール回転数（rpm）

2WD VQ30DD 90X10 2400～ 2700

4WD
VQ25DD 90X11 2400～ 2700

VQ25DET 90X06 3000～ 3300
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ライン圧 JCS0060U

ソレノイドバルブ JCS0060V

油温センサー JCS0060W

タービンセンサー JCS0060X

車速センサー 1（出力軸回転センサー） JCS0060Y

エンジン回転 駆動方式
エンジン
型式

モデル
No.

ライン圧（kPa{kg/cm2 }

Rレンジ Dレンジ

アイドル回転時

2WD VQ30DD 90X10

392～ 441{4.0～ 4.5} 373～ 422{3.8～ 4.3}
4WD

VQ25DD 90X11

VQ25DET 90X06

ストール回転時

2WD VQ30DD 90X10

1700～ 1890{17.3～ 19.3} 1310～ 1500{13.3～ 15.3}
4WD

VQ25DD 90X11

VQ25DET 90X06

名称 抵抗値（Ω）

ライン圧ソレノイドバルブ 3～ 9

インプットクラッチソレノイドバルブ 3～ 9

ハイ &ローリバースクラッチソレノイドバルブ 3～ 9

フロントブレーキソレノイドバルブ 3～ 9

ロックアップソレノイドバルブ 3～ 9

ダイレクトクラッチソレノイドバルブ 3～ 9

ローコーストブレーキソレノイドバルブ 20～ 40

名称 温度 抵抗値

油温センサー 1

0°C 約 15kΩ

20°C 約 6.5kΩ

80°C 約 0.9kΩ

油温センサー 2

0°C 約 10kΩ

20°C 約 4kΩ

80°C 約 0.5kΩ

名称 測定条件 基準値

タービンセンサー 1

1速、20km/h、アイドルスイッチ OFF走行時、
CONSULT-Ⅱのパルス周波数測定機能を使用。
注意 : 通常の診断データリンクケーブルも車両側診

断コネクターに接続しておくこと。
約 1.1kHz

タービンセンサー 2

4速、50km/h、アイドルスイッチ OFF走行時、
CONSULT-Ⅱのパルス周波数測定機能を使用。
注意 : 通常の診断データリンクケーブルも車両側診

断コネクターに接続しておくこと。

名称 測定条件 基準値

車速センサー 1
（出力軸回転センサー）

20km/h走行時、CONSULT-Ⅱのパルス周波数測定機
能を使用。
注意 : 通常の診断データリンクケーブルも車両側診

断コネクターに接続しておくこと。

約 149kHz
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作業上の注意 PFP:00001

注意 JCS0060Z

• A/Tフルードは必ず指定銘柄のフルード使用すること。

• Oリング、オイルシール類は組み付け時、A/Tフルードを塗布すること。

• 作業は清潔な場所で行い、できれば分解作業は防じん室での作業が望ましい。

• 分解前にスチーム、ホワイトガソリンなどでユニット外部に付着している砂及び泥等をよく洗浄し、分解及び組み
付け時に内部に入らないようにする。（スチームをトランスミッション内に入れたり、ガソリンでゴム質の部品を洗
浄しないようにすること。）

• 洗浄後のユニットはトルクコンバーターを抜き出し、A/Tフルードを抜いておくこと。

• 分解した各部品は必ず外観に損傷、変形、異常摩耗等がないことを確認し、不具合がある場合は新品と交換する。

• ガスケット、Oリング、Dリング、リップシールは原則として分解ごとに交換すること。

• ボルト、ナットの締め付けは、原則として中心より外側に対角線方向へ 2 ～ 3回に分けて徐々に締め付け、特に順

序を規定している箇所はその指示に従う。

• しゅう動面、合わせ面には傷をつけないよう注意する。

• 作業中はペーパーウエスを使用すること。

• 分解及び組立作業は素手又はビニール手袋を使用して行うこと。

• 綿手袋及びウエス等は糸クズの混入防止のため使用しないこと。

• スラストベアリングレース類は組付箇所、方向をよく確認し、ズレ防止のためワセリンを塗布して作業すること。

• 組み付け時は規定トルクを遵守し、各部品には必ず新しい A/T フルード又はワセリン、ニッサン MP スペシャルグ

リース No.2を塗布しながら行う。

• フルード交換後の廃油、部品の洗浄油等は、法例、条例等で定められた方法により処理すること。
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準備品 PFP:00002

特殊工具 JCS00610

名称 用途

電子システム診断テスター
CONSULT-Ⅱ
EG1187 0000
診断用プログラムカード
EG1187 0100
（バージョン JJD01B）

システムの点検、診断

オイルプレッシャーゲージ ASSY
ST2505 S001
1. ST2505 1001オイルプレッシャー
ゲージ

2. ST2505 2000ゴムホース
3. ST2505 3000ジョイントパイプ
4. ST2505 4000アダプター大
5. ST2505 5000アダプター小

トランスミッション油圧測定

プーラー
ST3329 0001

リヤオイルシール取り外し

ドリフト
ST3340 0001
a:φ60mm
b:φ47mm

リヤオイルシール取り付け

クラッチスプリングコンプレッサー
KV311 02400

クラッチ分解、組み立て時のス
ナップリング脱着

ドリフト
ST3070 1000
a:φ61.5mm
b:φ41mm

オイルポンプオイルシール取り付
け

オイルポンププーラー
ST2585 0000
a:179mm
b:70mm
c:φ40mm
d:M12 x 1.75P

オイルポンプ取り外し

ZZA1207D

ZZA0600D

ZZA0601D

ZZA0814D

ZZA0516D

ZZA1000D

SCIA0421J
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トランスミションケーススタンド
ST0787 0000
a:182mm
b:282mm
c:230mm
b:100mm

トランスミッション分解、組み立
て

トルクコンバーター内ワンウエイク
ラッチチェックツール
KV311 02100

トルクコンバーター内のワンウエ
イクラッチ作動点検

名称 用途

SCIA0422J

SCIA0423J
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A/Tフルード PFP:KLE40

交換 JCS00611

• フルード交換は、アイドリング状態でチャージングパイプから新油を入れ、同時にラジエータークーラーホース戻
り側より抜く。

• 排油の色が新油の色とほぼ同じになれば交換終了の目安である。このときの新油使用量は、規定量の 3 ～ 5 割増が

目安である。

注意 : • 必ず指定銘柄のフルードを使用すること。指定銘柄以外のフルードの使用又は混用、あるいは誤使用すると

本来の性能が発揮できないばかりか重大な故障の原因となる恐れがある。

• ウエスはペーパーウエスを使用し、布ウエスは使用しないこと。

• 交換後、フルード量の点検を必ず実施すること。

交換時期

参考 : 交換判断は、A/Tフルードテスター（LS 5490 0000）により行う。

抜き

1. エンジンを始動し、トランスミッション本体を十分に暖機する。

2. エンジンを停止し、ドレーンプラグを取り外し、A/Tフルードを抜く。

3. ドレーンプラグをミッション本体に取り付け、規定トルクで締め付ける。

注意 : ドレーンプラグの銅ワッシャーは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

注入

1. オイルレベルゲージをチャージングパイプから取り外す。

2. チャージングパイプから新しいオートマチックフルードを規定量になるまで注入する。

3. 注入後はエンジンを始動し、オイルレベルゲージで規定範囲内にオートマチックフルードが入っていることを点検
する。

•「点検」(AT-173ページ )を参照のこと。

点検 JCS00612

量点検
量点検は HOT条件（フルード温度 50～ 80℃）にし、下記の要領で行うこと。

1. エンジン暖機終了後、約 10分間市街地走行する。（外気温 20℃のときは通常 10分間の走行でフルード温度は 50

～ 80℃に上昇する。）

2. 車両を水平な場所に置く。

使用フルード ：ニッサンマチックフルード D

規定量 ：約 8.3㍑

自家用、レンタカー ：分解整備時に給油

グリーンゾーン ：正常

イエローゾーン ：早めの交換

レッドゾーン ：交換

締付トルク ：29 ～ 39N·m｛3.0 ～ 4.0kg·m｝

使用フルード ：ニッサンマチックフルード D

規定量 ：約 8.3㍑
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3. パーキングブレーキを確実に作動させる。

4. エンジンをアイドリング状態にし、ブレーキペダルを踏みながらセレクトレバーを Pから Dまで一巡させる。

5. P又は Nレンジでフルード量がオイルレベルゲージ（HOT側）の範囲内にあるか点検する。

注意 : • オイルレベルゲージをオイルチャージングパイプから抜くときはストッパーを解除し、差し込むときはス

トッパーにて確実に固定すること。

• オイルレベルゲージのフルードをふき取る際は、ペーパーウエスを使用すること。

• フルード交換時等、低いフルード温度（30～ 50℃）でフルード量を点検する必要がある場合は、レベル

ゲージの「COLD」レベル内に調整した後、必ず上記 HOT条件でフルード量を確認すること。

状態点検

フルードの状態 考えられる要因 必要な作業

バーニッシュ化
している
（ドロドロして
ニス状になる）

クラッチ、バン
ド等が焼損して
いる

フルードを交換し、A/T本
体、もしくは車両（ハーネ
ス配線、クーラー配管等）、
いずれかに問題がないか点
検を行う

乳白色、もしく
は白濁している 水を含んでいる

フルードを交換し、水入り
箇所の有無の点検を行う

金属粉が大量に
混じっている

A/T内のしゅう
動部品が異常摩
耗している

フルードを交換し、A/T作動
不良等の有無の点検を行う

ATA0022D
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A/Tシステム PFP:31036

断面図 JCS00613

SCIA0899J
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油圧回路図 JCS00614

シフトメカニズム JCS00615

ギヤトレーンは 2組の遊星歯車、4組の多板クラッチ、1個のブレーキバンドと 1組の多板式ブレーキ及び 2組のワン

ウエイクラッチで構成されている。

SCIA0434J
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構造図

構成部品とその機能

SCIA0424J

部品名称 略号 機能

リバースクラッチ（5） R/C インプットシャフト（3）とフロントサンギヤ（7）を接続

ハイクラッチ（6） H/C
インプットシャフト（3）とフロントプラネットキャリア（10）を
接続

フォワードクラッチ（15） F/C
フロントプラネットキャリア（10）とフォワードワンウエイク
ラッチ（16）を接続

オーバーランクラッチ（17） O/C
フロントプラネットキャリア（10）とリヤインターナルギヤ（13）
を接続

ブレーキバンド（4） B/B フロントサンギヤ（7）を固定

フォワードワンウエイ クラッチ（16） F/O·C
フロントキャリア及びローワンウエイクラッチアウターレースに
対してリヤインターナルギヤ（13）の 正転方向（エンジン回転方
向）の回転をフリー、逆転は固定 

ローワンウエイクラッチ（18） L/O·.C
フロントプラネットキャリア（10）の正転方向（エンジン回転方
向）の回転をフリー、逆転は固定

ロー &リバースブレーキ（19） L & R/B フロントプラネットキャリア（10）を固定
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構成部品と作動状態

AT-0596D
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Nレンジ及び Pレンジ

Nレンジ

フォワードクラッチ及びリバースクラッチは共に開放状態にあるため、インプットシャフトの駆動力はアウトプット
シャフトに伝達されません。

Pレンジ

N レンジ同様すべての制御装置は作動しません。そしてセレクトレバーと連動しているパーキングポールがパーキン

グギヤとかみ合い、アウトプットシャフトを機械的に固定し、パワートレーンをロック状態にします。

SCIA0425J
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1M レンジの 1速

• フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチが締結し、フロントプラネットキャリアとリアインターナルギアを
接続します。また、ロー & リバースブレーキも締結するのでフロントプラネットキャリア及びインターナルギアが

固定されます。

• オーバーランクラッチが締結されるのでフォワードワンウエイクラッチが固定され、ローワンウエイクラッチの代
わりにロー &リバースブレーキが作用しているのでリヤインターナルギヤを固定します。

• これによりフォワードワンウエイクラッチ及びローワンウエイクラッチの空転が規制され、エンジンに逆駆動力を
伝達してエンジンブレーキが作用します。

SCIA0426J
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Dレンジ又は 2M レンジの 1速

• 加速時は、フォワードクラッチ、フォワードワンウエイクラッチ及びローワンウエイクラッチが作用し、リヤイン
ターナルギアが逆転するのを規制します。

• 減速時にオーバーランクラッチが解除している時はリヤインターナルギアが正回転するため、フォワードワンウエ
イクラッチがフリーになって空転し、逆駆動力を伝達しないのでエンジンブレーキは作用しません。

• 減速時にオーバーランクラッチが締結している時はフォワードワンウエイクラッチの空転を規制しますが、ローワ
ンウエイクラッチがフリーになって空転するため、エンジンブレーキに逆駆動力を伝達しないのでエンジンブレー
キは作用しません。

SCIA0427J
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Ｄレンジ、2M 又は 1M レンジの 2速

• 加速時はフォワードクラッチが締結し、フォワードワンウエイクラッチを介してプラネタリキャリアとインターナ
ルギヤを接続します。

• 駆動力はインプットシャフトからリヤサンギアに伝達されリヤプラネタリキャリア及びフロントインターナルギヤ
を同速度で正転させます。

• また、バンドブレーキが作用してフロントサンギアが固定されていますのでフロントプラネタリキャリア及びそれ
に接続したフォワードクラッチとフォワードワンウエイクラッチを介してリヤインターナルギヤを正転させます。
従って 1速のときよりもリヤインターナルギヤが回転する分だけ増速されます。

• 減速時にオーバーランクラッチが解除している時は、リヤインターナルギヤが正転しているため、フォワードワン
ウエイクラッチがフリーとなって空転し、エンジンに逆駆動力を伝達せず、エンジンブレーキは作用しません。

• 減速時にオーバーランクラッチが締結している時は、フォワードワンウエイクラッチの空転を規制し、エンジンに
逆駆動力を伝達せて、エンジンブレーキを作用させます。

SCIA0428J
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Dレンジ又は 2M レンジの 3速

• 加速時はハイクラッチが締結し、インプットシャフトとフロントプラネタリキャリアを接続します。さらにフォワー
ドクラッチとフォワードワンウエイクラッチが作用してフロントプラネタリキャリアとリヤインターナルギヤを接
続します。

• 駆動力はインプットシャフトよりリヤサンギヤ及びリヤインターナルギヤに伝達され、リヤサンギヤ及びリヤイン
ターナルギヤが同速度で正転します。従ってリヤプラネットキャリアもリヤサンギヤ及びリヤインターナルギヤと
一体で正転します。

• 減速時にオーバーランクラッチが解除している時は、リヤインターナルギヤが正転しているためフォワードワンウ
エイクラッチがフリーになって空転し、エンジンに逆駆動力を伝達せずエンジンブレーキは作用しません。

• 減速時にオーバーランクラッチが締結している時は、フォワードワンウエイクラッチの空転を規制し、エンジンに
逆駆動力を伝達してエンジンブレーキを作用させます。

SCIA0429J
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Dレンジ又は 2M レンジの 4速

• 加速時はハイクラッチが締結し、インプットシャフトとフロントプラネタリキャリアを接続します。また、ブレー
キバンドが作用し、フロントサンギヤを固定します。

なお、フォワードクラッチも締結していますが、フォワードワンウエイクラッチで空転するため駆動力伝達には寄
与しません。

• 駆動力はハイクラッチの作用によりインプットシャフトからフロントプラネタリキャリアに伝達されます。フロン
トプラネタリキャリアが正転するとフロントサンギヤがブレーキバンドで固定されているため、フロントインター
ナルギヤは増速され、結合されているアウトプットシャフトに正転で伝達されます。

• 減速時にオーバーランクラッチが解除していても、駆動力伝達にワンウエイクラッチを介していないため、エンジ
ンに逆駆動力が伝達されエンジンブレーキが作用します。

SCIA0431J
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Rレンジ

• 駆動力はリバースクラッチが締結し、インプットシャフトからリバースクラッチを介してフロントサンギヤへ伝達
されます。また、ロー & リバースブレーキも作用して、フロントプラネタリキャリアを固定するので、フロントサ

ンギヤが正転するとフロントインターナルギヤは減速されて逆転します。

SCIA0432J
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制御システム図 JCS00616

ライン圧制御 JCS00617

A/T C/Uのライン圧特性パターンに基づくライン圧制御
• A/T C/Uには走行状態に応じた最適ライン圧特性を数パターン記憶させてあります。

• 走行状態に適したライン圧特性となるように A/T C/Uが選択したライン圧特性となるように A/T C/Uがライン圧ソ

レノイドの電流値を制御してライン圧を制御します。

通常時ライン圧制御
エンジン駆動力に見合った各クラッチが必用な圧力に調圧します。

AT-0597D

SCIA0435J
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セレクト操作によるエンジンブレーキ時のライン圧制御
走行中にセレクト操作を行いシフトダウンする場合は、車速に応じた
ライン圧とします。

変速時ライン圧制御
変速の為に必要十分なライン圧に設定します。その為、ライン圧特性
は、入力トルク、変速の種類に応じた設定としています。

低温時ライン圧制御
• 低温時の A/T フルード粘性変化による変速フィーリング悪化防止の

ため、油温 60°C 以下で変速時のライン圧特性を一部補正していま
す。

• また、A/T フルードの温度が定められた温度以下（-10°C）となった
とき、各摩擦要素（クラッチやブレーキなど）の作動を早めるため、
アクセル開度に関係なくライン圧を常に最高圧としています。

SCIA0436J

SCIA0437J

SCIA0438J

SCIA0439J
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変速制御 JCS00618

• 各スイッチ、センサーからの信号により、クラッチ圧制御用ソレノイドを駆動し、エンジンの負荷状態と車両の走
行状態に適したクラッチ圧を調圧し、クラッチ油圧を高精度にきめ細かに制御することが可能になり、より滑らか
な変速特性を実現しています。

シフトソレノイド A及びシフトソレノイド Bの制御
• シフトソレノイド A及びシフトソレノイド Bは A/T C/Uからの信号

により ON–OFF制御されます。

• シフトソレノイド A及びシフトソレノイド BはON信号でドレーン

回路を閉じることによりパイロット油圧をシフトバルブ A，B へ作

用させます。すなわちパイロット油圧はシフトバルブ A，B（変速切

換バルブ）に作用し、バルブを切り換えます。 

シフトバルブ A及びシフトバルブ Bの制御
• シフトソレノイド A及び Bの作動により発生したパイロット油圧を

バルブ端面に作用させ、各摩耗要素への作動圧を切り換える変速切
換バルブです。

• シフトソレノイド A及び Bの ON–OFFの組み合わせにより、1速、

2速、3速、4速となるように作動圧を各摩擦要素へ作用させます。

• シフトソレノイド ON 信号によりシフトバルブ端面へパイロット油

圧が作用し、反対方向からのスプリング力に打ち勝ってシフトバル
ブを作動させます。

• シフトソレノイドOFF状態ではシフトバルブ端面へパイロット油圧

が作用しないため、シフトバルブは作動しません。また、作動状態
にあった場合シフトバルブはスプリング力によりもどされます。

ロックアップ制御 JCS00619

ロックアップ制御とは、トルクコンバーター内のロックアップピストンを締結することにより、トルクコンバーター
のすべりをなくし伝達効率を上げるものです。

A/T C/U からの信号によりロックアップソレノイドを制御してロックアップコントロールバルブの作動を制御し、ト

ルクコンバーターのロックアップピストンを締結あるいは解除します。

PCIA0012J

SCIA0440J

シフトソレノイドバルブ
ギヤ位置

1速 2速 3速 4速 N–P

A ON OFF OFF ON ON

B ON ON OFF OFF ON

SCIA0441J
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ロックアップ作動条件表

ロックアップソレノイド制御
• ロックアップソレノイドは A/T C/Uのロックアップ領域判定結果に

基づき ON–OFF制御されます。

• ON–OFF 信号は 50Hz（0.02秒周期）でロックアップソレノイドに

送られますが、ON–OFFの割合は A/T C/Uが決めます。

• ロックアップソレノイドが ON 状態になるとニードル弁がパイロッ

ト油圧回路を閉じます。逆にOFF信号ではドレーン回路が開きます。

パイロット油圧とは、各制御用にライン圧をパイロットバルブで調
圧した油圧のことです。

ロックアップコントロールバルブの制御
• ロックアップコントロールバルブには、ロックアップピストン室へ
の作動油圧供給回路が接続されており、バルブ切り換えは、A/T C/U

からの信号によりロックアップソレノイドが行います。

• これにより、ロックアップピストン室へ供給する作動油圧の回路を
解放側または締結側に制御します。

ロックアップ制御システム図

セレクトレバー Dレンジ

ギヤポジション 4速

車速 設定車速以上で設定アクセル開度以下

油温センサー 約 40°C以上

SCIA1114J

SCIA1115J

SCIA1116J

PCIA0014J
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ロックアップ解除状態
• ロックアップ解除状態では、ロックアップソレノイド OFF時間が長

いため、パイロット油圧が低下しません。このためロックアップコ
ントロールバルブ端面によりロックアップソレノイドが制御したパ
イロット油圧が作用し、スプリング力と合せてロックアップコント
ロールバルブを左方向へ押し付けます。

これにより、トルクコンバーター油圧が A室へ作用しさらに A室よ

り B室へ流入するため、ロックアップピストンは締結しません。

ロックアップ締結状態
• ロックアップ締結状態では、ロックアップソレノイド OFF時間割合

が短いため、パイロット油圧はドレーンされて低下します。このた
めコンバーター油圧及びパイロット油圧が、ロックアップコント
ロールプラグへ作用する力によりロックアップコントロールバルブ
は右方向へ押し付けられます。

これにより、コンバーター油圧が B室へ作用しロックアップピスト

ンをコンバーターカバーに押し付け締結します。

スムーズロックアップ制御
ロックアップ解放状態からロックアップ締結状態へ移行する際、ロックアップソレノイドへ出力される電流値を A/T

C/Uで制御します。

これにより、ロックアップ締状態へ移行する際にロックアップクラッチを一時的に半クラッチ状態とし、ショックを
低減しています。

半クラッチ状態
• 半クラッチ状態ではロックアップソレノイドのOFF信号割合に応じ

てロックアップコントロールバルブへ作用するパイロット油圧を最
適油圧にします。

• この調圧された油圧は、ロックアップソレノイド ON–OFFに伴う脈

動（圧力変動）をしながらロックアップコントロールバルブをドレー
ン孔付近まで移動させると同時に、圧力の変動によりドレーン孔付
近で左右に小刻みな往復運動を繰り返します。

• この往復運動により、トルクコンバーターの A室に作用しているコ

ンバーター油圧は適度の低下し、ロックアップクラッチを半クラッ
チ状態に締結します。

エンジンブレーキコントロール JCS0061A

• フォワードワンウエイクラッチはエンジンからの駆動力を後輪へ伝えますが後輪からの逆駆動はワンウエイクラッ
チが空転するためエンジンへ伝えません。

このため、オーバーランクラッチを作動させてフォワードワンウエイクラッチの空転を防止しエンジンブレーキを
従来と同様に作用させます。

SCIA1117J

SCIA1118J

SCIA1119J
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オーバーランクラッチ作動（締結）条件

コントロールバルブ JCS0061B

コントロールバルブの機能

レンジ ギヤ位置 アクセル開度

D 3速時 設定開度以下

3M

2M

1M
1,2,3速時 全開度域

SCIA0901J

名称 機能

トルクコンバーターレギュレーターバルブ トルクコンバーターへの供給圧が過大になるのを防止するため、ライ
ン圧を最適な圧力（トルクコンバーター作動圧）に調圧する。

プレッシャーモデファイヤバルブ
プレッシャーレギュレーターバルブの信号補助弁でライン圧を運転条
件に応じた最適な圧力に調圧するため信号圧（プレッシャーモデファ
イヤ圧）を調圧する。

• プレッシャーレギュレーターバルブ
• プレッシャーレギュレータープラグ
• プレッシャーレギュレータースリープ

オイルポンプから吐出されるオイルを走行状態に応じた最適な圧力
（ライン圧）に調圧する。

アキュームレーターコントロールバルブ アキュームピストンへ作用する圧力（アキュームコントロール圧）を
走行状態に応じた圧力に調圧する

シフトバルブ B
車速や、アクセル開度などの運転条件やシフトソレノイド Bの出力圧
により、同時に 3つの油路を切り換え、シフトバルブ Aとの組み合わ
せにより 1速⇔2速⇔3速⇔4速を自動変速させる。

シフトバルブ A
車速や、アクセル開度などの運転条件やシフトソレノイド Aの出力圧
により、同時に 3つの油路を切り換え、シフトバルブ Bとの組み合わ
せにより 1速⇔2速⇔3速⇔4速を自動変速させる。

オーバーランクラッチコントロールバルブ
4速でブレーキバンド作動時オーバーランクラッチが同時に作動する
ことを防止するため油路を切り換えている。（Dレンジ 4速でオー
バーランクラッチが作動すると、インターロックをおこすため）

オーバーランクラッチレデューシングバルブ

エンジンブレーキのショックを緩和するためにオーバーランクラッチ
ヘの作動圧を減圧する。1及び 2レンジでは、バルブにライン圧を作
用させ調圧点を上げることによりエンジンブレーキ容量を上げてい
る。

パイロットバルブ
ライン圧を調圧して、ライン圧制御、変速制御、オーバーランクラッ
チ、3-2タイミング、ロックアップ制御に要する一定な圧力（パイ
ロット圧）を作る。

• ロックアップコントロールバルブ
• ロックアップコントロールプラグ
• ロックアップコントロールスリープ

ロックアップを作動または解放に切り換える。また、ロックアップ作
動を過渡的に行うことにより、なめらかにロックアップを行う。

シャトルシフトバルブ S
アクセル開度により、3-2タイミング、オーバーランクラッチ制御の
油路を切り換える。アクセル高開度では、4速時のインターロック防
止としてオーバーランクラッチを非作動とする。
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1レデューシングバルブ
1レンジ 2速�1速 変速時のエンジンブレーキショックを緩和するた
めロー &リバースブレーキの作動圧を減圧する。

3-2タイミングバルブ

Dレンジ 3速�Dレンジ 2速にシフトダウンした時、低速時は短時間
でエンジン回転が上昇するが、高速時はエンジン回転が上昇するには
ある程度時間を要する。このため規定車速以上での Dレンジ 3速�D
レンジ 2速にシフトダウン時バンドサーボの解放側抜き（ドレーン）
速度を遅らせることにより、一時的なニュートラル状態として、なめ
らかな変速を行う。

サーボチャージャーバルブ

2速用バンドサーボ作動油圧回路には、1速�2速への変速ショック
緩和のためにアキュームレーターとワンウェイオリフェスが設けられ
ている。このため 4速�2速、3速�2速へのシフトダウン時十分な
流量を確保するために 3速以上になるとサーボチャージャーバルブが
作動し、ワンウェイオリフェスを介さずに 2速用バンドサーボ作動圧
を供給する。

ロックアップレギュレーターバルブ ロックアップ領域を低速化（燃費向上）するための油量収支を確保す
るためクーラーへの供給圧を制限する。

マニュアルバルブ 各セレクトポジションに応じて、ライン圧を各回路に配送する。ライ
ン圧が配送されない回路は、ドレーンとなる。

名称 機能
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故障診断 PFP:00004

フェイルセーフ機能に関する注意点 JCS0061C

A/T C/U は電気的なフェイルセーフモードを持っている。このモードは、主な電子制御の入出力部品の信号回路が損

傷しても運転ができるよう作用する。フェイルセーフモード下では 3速に固定されるため、お客様は “ すべり ” また

は “ 加速不良 ”を感じるはずである。フェールセーフモードが作動したときは、キースイッチを ONにすると A/T電

子制御システム警告灯が約 8秒間点滅する。（「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-229ページ ) の

項を参照すること。）

電子回路が正常でも特殊な条件下（たとえば、激しいホイールスピンの状態から急ブレーキを踏み、タイヤの回転を
止めた時）ではフェイルセーフモードに入ることがある。この場合は、キースイッチを OFFにし、5秒後に ONにす

ることにより、正常なシフトパターンに戻すことができる。 また、 A/T電子制御システム警告灯 は一度だけ 8秒間点滅

し、クリアーされる。

従って、お客様の車は正常に戻っていることがあるので、“診断フロー ”に従って対処すること。自己診断を実施する

と以下のような結果となる。

初回は車速センサー 1 又は車速センサー 2 の損傷を表示する。センサーを点検した後、2 回目の自己診断を実施して

も何も表示されない。

フェイルセーフ機能 JCS0061D

• 各センサー及び各ソレノイドに異常が発生した場合、下記のようにフェイルセーフ機能により走行を可能としてい
る。

車速センサー 1（出力軸回転センサー）
• コンビネーションメーター内のメーター C/Uから入力されている車速センサー 2信号を使って制御する。

アクセルセンサー信号
• ECCS C/U から送信されるアイドル信号及びフル信号 (CAN 通信により入力 ) によりアクセル開度を検知し、ライ

ン圧を下表のように制御する。

インヒビタースイッチ
• A/T C/U にインヒビタースイッチからの信号が複数入力された場合、A/T C/U 内部の判定でセレクト位置の優先順

位が D,N,Rとなる。

ただし、正常復帰する間は 4 速を禁止し、また、セレクト位置によりコントロールバルブの油圧回路をマニュアル

バルブで切り替えるため、実際の車両走行状態は下表の通りとなる。

シフトソレノイド A、B
• A/T C/Uにソレノイドの異常信号が入力された場合、下記ギヤ位置となる。

アイドル フル ライン圧 アクセル開度

– ON
最大油圧

4/8

OFF OFF 2/8

ON OFF 最小油圧 0/8

実際のセレクト位置 インヒビター SWの入力信号 車両走行状態

P Pレンジと他のレンジ信号 P

R Rレンジと他のレンジ信号 R

N Nレンジと他のレンジ信号 N

D Dレンジと他のレンジ信号 D1 ⇔D2 ⇔D3
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● :ソレノイド ON時
×:ソレノイド OFF時
–:異常時

ライン圧ソレノイド
• A/T C/Uにソレノイドの異常信号が入力された場合、ライン圧ソレノイドを OFF状態にし、ライン圧を最大油圧と

する。

ロックアップソレノイド
• A/T C/Uにソレノイドの異常信号が入力された場合、ロックアップソレノイドを OFF状態にし、ロックアップを解

除する。

オーバーランクラッチソレノイド
• A/T C/Uにソレノイドの異常信号が入力された場合、オーバーランクラッチソレノイドを OFF状態にし、オーバー

ランクラッチを締結させ、減速時にエンジンブレーキが効くようにする。

マニュアルモードスイッチ
• A/T C/Uにマニュアルモードスイッチの異常信号が入力された場合、通常の Dレンジとして制御する。

シフトコントロールユニット
• シフト C/Uに異常が発生した場合、シフトソレノイド A及び Bを OFF状態にし、ギヤ位置を 3速に制御する。

タービンセンサー
• タービンセンサー無しと同じ制御となり、車速センサー 1からの制御となる。

故障診断の進め方 JCS0061E

故障診断を早く正確に行うためには、故障内容を正しく理解することが大切である。一般的にお客様によって同じ不
具合でも捕らえ方が異なる。お客様の苦情については、不具合現象及び発生状況を具体的に理解することが必要であ
る。

適切な故障診断を行うために、添付の“問診シート”及び“診断シート”を活用すること。

はじめに
• A/T C/U は車速センサー、スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）、インヒビタースイッチから信号を受け、

ソレノイドバルブによってシフト及びロックアップを制御する。このため、A/T作動中は入出力信号が正しく安定し

たものでなければならない。また、A/Tシステムが正常に作動するためには、バルブの固着やソレノイドバルブの不

具合があってはならない。

シフト位置
正常時 ソレノイド A異常時 ソレノイド B異常時 ソレノイド A·B異常時

A B ギヤ A B ギヤ A B ギヤ A B ギヤ

Dレンジ
又は
4M

● ● １速 – ● →×

3速

● →× –

3速

– –

3速

× ● ２速 – ● →× × – – –

× × ３速 – × × – – –

● × ４速 – × ● →× – – –

3M

● ● １速 – ● →× ● →× – – –

× ● ２速 – ● →× × – – –

× × ３速 – × × – – –

2M
● ● １速 – ● →× ● →× – – –

× ● ２速 – ● →× × – – –

1M
● ● １速 – ● →× ● →× – – –

× ● ２速 – ● →× × – – –
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• 連続して発生する不具合よりも、再現性のない不具合の方が診断は困難である。電気的な接続不良や配線不良が原
因になっていることが多い。これらの場合は関係する回路を充分点検し、まちがえて正常な部品を交換しないよう
注意が必要である。

• 目視点検だけでは原因が掴めないときは、後述の“診断フロー”に従って、CONSULT–Ⅱやサーキットテスターを

接続し、ロードテストを行う。

• 運転性の苦情があるときは、点検を始める前にお客様と話す時間をとること。特に再現性のない不具合については
診断に役立つ情報が期待できる。

• 添付の診断シートを利用して、どの現象がどのような条件下で発生するか具体的に掴むこと。

• 最初は基本的な部位から点検すると、特に電子制御された車両の運転性不具合は診断し易くなる。
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診断フロー

ATN2356D
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問診シート例
お客様情報

問診のポイント

• 何が．．．．．．．．．．．．．．．．車種、エンジン型式

• いつ．．．．．．．．．．．．．．．．日時、発生頻度

• どこで．．．．．．．．．．．．．．道路状況

• どのような状態で．．．．走行状態、環境

• どのようになった．．．．現象

診断シート例

お客様名 車両型式 シャシー No.

A/Tモデル エンジン 走行ｋｍ

不具合発生日 初年度登録 入庫年月日

発生頻度 □いつも        □ある条件で       □時々（   回 /日）

現象

□車が動かない （□全レンジ  □あるレンジ）

□シフトアップしない（□ 1st→ 2nd   □ 2nd→ 3rd   □ 3rd→ 4th

□シフトダウンしない（□ 4th→ 3rd   □ 3rd→ 2nd    □ 2nd→ 1st）

□ロックアップ不具合

□変速点高すぎ又は低すぎ

□変速ショック又はすべり（□ N→ D □ロックアップ  □ D、Rレンジ

□異音または振動

□キックダウンしない

□レンジを変えても変速パターンが変わらない

□その他
（                                      ）

A/T電子制御システム警告灯
約 8秒間点滅

□連続点灯 □点灯しない

1 □“フェイルセーフ機能に関する注意点”の項を読み、お客様の苦情を理解する。 (AT-193)

2

□ A/Tフルード点検

(AT-199)□漏れ（不具合部位を修理）
□状態
□量

3

□ストールテスト及びライン圧点検

(AT-200)、
(AT-201)

□ストールテスト

□トルクコンバータワンウェイクラッチ
□リバースクラッチ
□フォワードクラッチ
□オーバーランクラッチ
□フォワードワンウェイクラッチ

□ロー＆リバースブレーキ
□ローワンウェイクラッチ
□エンジン
□ライン圧が低い
□クラッチ及びブレーキはハイ
クラッチ及びブレーキバンドを
除き OK

□ライン圧点検－不具合部品：
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4

□全ロードテストを行い、要点検項目にチェック記入 (AT-204)

4‐ 1

エンジン始動前点検

(AT-204)

□自己診断実施－検出された項目にチェック記入

□インヒビタースイッチ
□油温センサー
□車速センサー 1（A/T）
□エンジン回転信号
□ロックアップソレノイドバルブ
□ライン圧ソレノイド
□シフトソレノイドバルブ A
□シフトソレノイドバルブ B
□スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
□オーバーランクラッチソレノイドバルブ
□インヒビター SW、マニュアルモード SW、ストップランプ SW、アイド
ル・フル信号
□油温センサー及び A/T C/U電源
□車速センサー 2（メーター）
□バッテリー
□その他

4‐ 2

アイドリング時の点検

(AT-205)

□ A/T電子制御システム警告灯が点灯しない。 (AT-266)
□ Pまたは Nレンジでエンジンが始動しない。(AT-267)
□ Pレンジで車を押すと動いてしまう。(AT-267)
□ Nレンジで車が動いてしまう。(AT-268)
□ Nから Pレンジにシフトすると過大なショックがある。(AT-269)
□ Rレンジで後進できない。(AT-270)
□ Dレンジで前進できない。(AT-272)

4‐ 3

走行テスト

(AT-206)、
(AT-208)、
(AT-209)

パート 1

□ 1速からスタートしない。(AT-274)
□ 1速→ 2速へ変速しない。又は 4速→ 2速 へキックダウンしない。(AT-277)
□ 2速→ 3速へ変速しない。(AT-279)
□ 3速→ 4速へ変速しない。(AT-281)
□ロックアップしない。(AT-283)
□ロックアップ状態を保持しない。(AT-284)
□エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。(AT-285)

パート 2

□ 1速からスタートしない。(AT-274)
□ 1速→ 2速へ変速しない。又は 4速→ 2速 へキックダウンしない。(AT-277)
□ 2速→ 3速へ変速しない。(AT-279)
□ 3速→ 4速へ変速しない。(AT-281)
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診断前点検 JCS0061F

A/Tフルード点検

液漏れ及び油面高さ
• 油漏れ及びフルード量を点検する。

量点検は HOT条件（フルード温度 50～ 80℃）にし、下記の要領で行うこと。

1. エンジン暖機終了後、約 10分間市街地走行する。（外気温 20℃のときは通常 10分間の走行でフルード温度は 50

～ 80℃に上昇する。）

2. 車両を水平な場所に置く。

3. パーキングブレーキを確実に作動させる。

4. エンジンをアイドリング状態にし、ブレーキペダルを踏みながらセレクトレバーを Pから Dまで一巡させる。

5. P又は Nレンジでフルード量がオイルレベルゲージ（HOT側）の範囲内にあるか点検する。

注意 : • オイルレベルゲージをオイルチャージングパイプから抜くときはストッパーを解除し、差し込むときはス

トッパーにて確実に固定すること。

• オイルレベルゲージのフルードをふき取る際は、ペーパーウエスを使用すること。

• フルード交換時等、低いフルード温度（30～ 50℃）でフルード量を点検する必要がある場合は、レベル

ゲージの「COLD」レベル内に調整した後、必ず上記 HOT条件でフルード量を確認すること。

状態
フルードの状態を点検する。

パート 3

□ Dから 3M にしても 4速→ 3速に変速しない。(AT-287)
□エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。(AT-285)
□ 3速→ 2速に変速しない。(AT-287)
□ 2速→ 1速に変速しない。(AT-288)
□エンジンブレーキがきかない。(AT-289)
□自己診断実施－検出された項目にチェック記入

□インヒビタースイッチ
□油温センサー
□車速センサー 1（A/T）
□エンジン回転信号
□ロックアップソレノイドバルブ
□ライン圧ソレノイド
□シフトソレノイドバルブ A
□シフトソレノイドバルブ B
□スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
□オーバーランクラッチソレノイドバルブ
□インヒビター SW、マニュアルモード SW、ストップランプ SW、アイド
ル・フル信号
□油温センサー及び A/T C/U電源
□車速センサー 2（メーター）
□バッテリー
その他

5 □自己診断 NG項目について各系統を点検し不具合部品を修理又は交換する。

6 □全ロードテストを実施し、必要項目に再度チェック記入。 (AT-204)

7
□残りの NG項目について “診断手順 ”を実施し、不具合部品を修理又は交換する。
現象別故障診断早見表を参照のこと。（早見表にはその他の現象と点検手順も記載してある。）

(AT-211)

8 □自己診断結果を A/T C/Uから消去する。
(AT-224)、
(AT-229)



故障診断

AT - 200

[RE4R01B]

ストールテスト

テスト手順

1. エンジンオイル量を点検する。必要なら補充する。

2. 約 10 分間走行後、A/T フルードが 50 ～ 80 ℃になるまで暖機し、

A/Tフルード量を点検する。必要なら補充する。

参考 : 外気温 20 ℃のときは、通常約 10 分間の市街地走行で A/T

フルードが 50～ 80℃に上昇する。

3. パーキングブレーキを確実に作動させ、タイヤに輪止めをする。

4. エンジンをスタートし、フットブレーキを踏み、セレクトレバーを
Dレンジに入れる。

フルードの状態 考えられる要因 必要な作業

バーニッシュ化
している
（ドロドロして
ニス状になる）

クラッチ、バン
ド等が焼損して
いる

フルードを交換し、A/T本
体、もしくは車両（ハーネ
ス配線、クーラー配管等）、
いずれかに問題がないか点
検を行う

乳白色、もしく
は白濁している

水を含んでいる フルードを交換し、水入り
箇所の有無の点検を行う

金属粉が大量に
混じっている

A/T内のしゅう
動部品が異常摩
耗している

フルードを交換し、A/T作動
不良等の有無の点検を行う

ATA0022D

ATN0036D

ATN1449D

ATN0063D
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5. フットブレーキを踏みながら徐々にアクセルペダルを踏み込んで
いく。

6. すばやくストール回転数を読み取る。そしてすばやくアクセルから
足を放す。

注意 : テスト中 5秒以上アクセルペダルを踏まないこと。

7. セレクトレバーを Nレンジにいれる。

8. A/Tフルードを冷却する。

注意 : 少なくとも 1分以上アイドル回転でエンジンを回すこと。

不具合箇所の絞り込み

O:ストール回転基準値以内
H:ストール回転が基準値より高い
L:ストール回転が基準値より低い

ライン圧テスト

ライン圧検出ポート

テスト手順

1. エンジンオイル量を点検する。必要なら補充する。

2. 約 10分間走行後、A/Tフルードが 50～ 80℃になるまで暖機し、A/Tフルード量を点検する。必要なら補充する。

基準値 ：2470～ 2670rpm

ATN0187D

セレクトレバー位置
予想される不具合箇所

D 2 1 R

ストール
回転状態

H H H O
• フォワードクラッチ
• フォワードワンウエイクラッチ
• ローワンウエイクラッチ

O O O H
• ローリバースブレーキ
• リバースクラッチ

L L L L • エンジン及びトルクコンバーターワンウエイクラッチ

H H H H

• ライン圧経路（ライン圧低下）及び〔フォワードクラッチ、ローワンウエイク
ラッチ、フォワードワンウエイクラッチ〕

• ライン圧経路（ライン圧低下）及び〔リバースクラッチ、フォワードクラッチ〕
•〔フォワードクラッチ、ローワンウエイクラッチ、フォワードワンウエイクラッ
チ〕及び〔リバースクラッチ、フォワードクラッチ〕

• ライン圧経路（ライン圧低下）及び〔フォワードクラッチ、ローワンウエイク
ラッチ、フォワードワンウエイクラッチ〕及び〔リバースクラッチ、フォワー
ドクラッチ〕

O O O O
• ハイクラッチ、ブレーキバンド、オーバーランクラッチを除くクラッチ及びブ
レーキは正常（但し、ハイクラッチ、ブレーキバンド、オーバーランクラッチ
の状態はストールテストでは把握不可能）

ATD0944D



故障診断

AT - 202

[RE4R01B]

参考 : 外気温 20℃のときは、通常約 10分間の市街地走行で A/Tフルードが 50～ 80℃に上昇する。

3. A/T暖機後、油圧検出プラグを取り外し、オイルプレッシャーゲージ（特殊工具 :ST2505 S001）を取り付ける。

注意 : 油圧検出プラグの脱着は標準ソケットレンチ（2面幅：12mm）を使用すること。

4. パーキングブレーキを確実に作動させ、タイヤに輪止めをする。

5. エンジンを始動し、アイドル回転時とストール回転時のライン圧を
測定する。

注意 : • 測定中はブレーキペダルをいっぱいに踏み込んでおくこ

と。

• ストール回転でライン圧を測定する際は、「ストールテス
ト」(AT-200ページ )  を参照のこと。

6. 測定終了後、油圧検出プラグを取り付け、下記規定トルクで締め付
ける。

注意 : 検出プラグは、ネジロック剤が塗布されているため、再使用しないこと。

ライン圧基準値

ATN1449D

締付トルク ：4.9～ 9.8N·m　｛0.5～ 1.0kg·m｝
ATN0150D

エンジン回転
ライン圧（MPa{kg/cm2 }

Rレンジ Dレンジ，マニュアルモード

アイドル回転時 0.58～ 0.62｛5.9～ 6.3｝ 0.47～ 0.51｛4.8～ 5.2｝

ストール回転時 1.71～ 1.78｛17.4～ 18.1｝ 1.21～ 1.29｛12.3～ 13.2｝
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不具合箇所の絞り込み

判定結果 予想される不具合

アイドル
回転時

全レンジとも低い

原因として、圧力供給系の不具合、オイルポンプの出力が低いなどが考え
られる。
たとえば
• オイルポンプの摩耗
• コントロールピストンの不具合
• プレッシャーレギュレーターバルブ又はプラグのスティック、スプリン
グのへたり

• オイルストレーナー→オイルポンプ→プレッシャーレギュレーターバル
ブの回路に油圧漏れ

• エンジンアイドリング回転が低い

あるレンジのみ低い

原因として、マニュアルバルブより配送された後、そのレンジに関連する
装置や回路の油圧漏れが考えられるが、ローリバースブレーキ系統に油圧
漏れがある場合は、R、1レンジのライン圧は低下するが、P、N、D、2レ
ンジは正常である。

高い

原因として、センサー類の不具合や調圧機能の不具合が考えられる。
たとえば
• スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）不良
• 油温センサー故障
• ライン圧ソレノイド作動不良（OFF状態でスティック、フィルター目づ
まり、断線）

• プレッシャーモディファイアーバルブのスティック
• プレッシャーレギュレーターバルブ又はプラグのスティック

ストール
回転時

油圧がアイドリング時より
上昇しない

原因として、センサー類の不具合や調圧機能の不具合が考えられる。
たとえば
• スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）不良
• A/T C/U故障
• ライン圧ソレノイド作動不良（ON状態でスティック・ショート）
• プレッシャーレギュレーターバルブ及びプラグのスティック
• プレッシャーモディファイアーバルブのスティック
• パイロットバルブのスティック及びパイロットフィルターの目づまり

圧力は上昇するが基準値内
に入らない

原因として、圧力供給系の不具合やセンサー類、調圧機能の不具合が考え
られる。
たとえば
• スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）不良
• コントロールピストンの不具合
• ライン圧ソレノイド作動不良（スティック、フィルターの目づまり）
• プレッシャーレギュレーターバルブ及びプラグのスティック
• プレッシャーモディファイアーバルブのスティック、スプリングのへた
り

• パイロットバルブのスティック及びパイロットフィルターの目づまり

あるレンジのみ低い

原因として、マニュアルバルブより配送された後、そのレンジに関連する
装置や回路の油圧漏れが考えられるが、ローリバースブレーキ系統に油圧
漏れがある場合は、R、1レンジのライン圧は低下するが、P、N、D、2レ
ンジは正常である。
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ロードテスト

概要
• ロードテストによって、A/Ｔの性能を全般的に点検し、故障の原因を分析する。

• ロードテストは下記の 3段階で実施する。

1. エンジン始動前の点検

（「エンジン始動前の点検」(AT-204ページ ) を参照）

2. アイドリング状態での点検

（「アイドリング時の点検」(AT-205ページ ) を参照）

3. 走行テスト

• パート 1からパート 3まで全ての項目を点検すること。

（「走行テスト パート１」(AT-206ページ ) 、「走行テスト パート 2」

(AT-208ページ ) 、「走行テスト パート 3」(AT-209ページ ) を参照）

• ロードテストを開始する前に、テスト手順と点検項目を確認しておくこと。

• 現象が発見されるまで、すべての点検項目をテストすること。ＮＧ になった項目の診断はロードテストが全て終了
した後に行う。

エンジン始動前の点検 JCS0061G

1. A/T電子制御システム警告灯

1. 水平なところに駐車する。

2. Pレンジにいれる。

3. キースイッチを OFFにして 5秒以上待つ。

4. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

A/T電子制御システム警告灯が約 1秒間点灯するか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ ロードテストを中止し、「A/T電子制御システム警告灯が点灯しない」(AT-266ページ )  へ

2. A/T電子制御システム警告灯

A/T電子制御システム警告灯が約 8秒間点滅するか？

YES ≫ 自己診断を行い、NG項目を診断シートに記録する。（「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場

合）」(AT-229ページ ) を参照のこと）

NO ≫ 1. キースイッチを OFFにする。

2. 自己診断を行い、NG 項目を診断シートに記録する。（「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しな

い場合）」(AT-229ページ ) を参照のこと）

3.「アイドリング時の点検」(AT-205ページ )へ

ATN2357D
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アイドリング時の点検 JCS0061H

1. エンジン始動
1. 水平なところへ駐車する。

2. Pレンジへ入れる。

3. キースイッチを OFFにする。

4. キースイッチを STARTにする。

エンジンは始動するか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ ロードテストを中断し、「P及び Nレンジでエンジンが始動しない」(AT-267ページ )  へ

2. エンジン始動
1. キースイッチを ACCにする。

2. D、Rレンジ又はマニュアルシフトゲートにいれる。

3. キースイッチを STARTにする。

いずれかのレンジでエンジンは始動するか？

YES ≫ ロードテストを中断し、「P及び Nレンジでエンジンが始動しない」(AT-267ページ )  へ

NO ≫ 3へ

3. Pレンジの機能

1. Pレンジへ入れる。

2. キースイッチを OFFにする。

3. パーキングブレーキを解除する。

4. 車両を前方または後方へ押し、車両が動くか確認する。

5. パーキングブレーキをかける。

押すと車両が動くか？

YES ≫ 診断シートの“Pレンジで車を押すと動いてしまう。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続

ける。

NO ≫ 4へ

4. Nレンジの機能

1. エンジンを始動する。

2. Nレンジに入れる。

3. パーキングブレーキを解除する。

車両が動くか？

YES ≫ 診断シートの“Nレンジで車が動いてしまう。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

NO ≫ 5へ
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5. シフトショック
1. ブレーキをかける。

2. Rレンジにする。

Nから Rレンジに入れたとき、過大なショックがあるか？

YES ≫ 診断シートの“Nから Pレンジにシフトすると過大なショックがある。”にチェックマークを記入し、

ロードテストを続ける。

NO ≫ 6へ

6. Rレンジの機能

ブレーキを 4～ 5秒間、解除する。

車両がバックするか？

YES ≫ 7へ

NO ≫ 診断シートの“Rレンジで後進できない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

7. Dレンジの機能

Dレンジへ入れて車両が前進するか点検する。

Dレンジで前進するか？

YES ≫ 走行テスト パート 1「走行テスト パート１」(AT-206ページ ) 、パート 2「走行テスト パート 2」(AT-

208ページ ) 、パート 3「走行テスト パート 3」(AT-209ページ ) へ

NO ≫ 診断シートの“D，2，1レンジで前進できない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

走行テスト パート１ JCS0061I

走行テストパート 1

1. D1 からの発進

1. 約 10分間運転し、エンジンオイル及び A/Tフルードを適温まで上げる。

A/Tフルードの適温：50～ 80℃

2. 水平なところに駐車する。

3. Pレンジに入れる。

4. エンジンをかける。

5. Dレンジに入れる。

6. アクセルペダルを半分程度踏み込み、加速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

D1 からスタートするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの“D1 からスタートしない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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2. シフトアップ D1 → D2

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（D1   → D2 ）するか点検する。

•「変速車速」(AT-210ページ )を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

D1 → D2 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 3へ

NO ≫ 診断シートの“D1 → D2 へ変速しない。または D4   → D2 へキックダウンしない。”にチェックマー

クを記入し、ロードテストを続ける。

3. シフトアップ D2 → D3

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（D2   → D3 ）するか点検する。

•「変速車速」(AT-210ページ )を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

D2 → D3 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 4へ

NO ≫ シートの“D2 → D3 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

4. シフトアップ D3 →Ｄ4

アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（Ｄ3  →Ｄ4 ）するか点検する。

•「変速車速」(AT-210ページ )を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギアポジション、スロットル開度、車速を読む。

Ｄ3 →Ｄ4 へ正しい速度でシフトアップするか？

YES ≫ 5へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ3 →Ｄ4 へ変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

5. ロックアップ
アクセルペダルを約 1/2まで踏み込み、正しい速度でロックアップ（Ｄ4  →Ｄ4   L/U）するか点検する。

•「変速車速」(AT-210ページ )を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ロックアップデューティーが 94％のときの車速、スロットル開度、車速を読む。

正しい速度でロックアップするか？

YES ≫ 6へ

NO ≫ 診断シートの“ロックアップしない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。
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6. ロックアップ状態保持
ロックアップ領域で走行をする。

ロックアップ状態を 30秒間以上保持するか？

YES ≫ 7へ

NO ≫ 診断シートの“ロックアップ状態を保持しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

7. シフトダウンＤ4 →Ｄ3

ブレーキペダルを軽く踏みながら減速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション及びエンジン回転数を読む。

Ｄ4 からＤ3 へシフトダウンしたとき、エンジン回転がスムーズにア

イドル回転まで落ちるか？

YES ≫ 1. 停車する。

2.「走行テスト パート 2」(AT-208ページ )へ

NO ≫ 診断シートの“エンジン回転がアイドル回転まで落ち

ない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを
続ける。

走行テスト パート 2 JCS0061J

走行テストパート 2

1. Ｄ1 からの発進

1. Dレンジに入れる。

2. ハーフスロットルで加速する。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

Ｄ1 からスタートするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ1 からスタートしない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

2. シフトアップＤ3 →Ｄ4 及びシフトダウンＤ4  →Ｄ3

1. 80km/hまで加速する。

2. アクセルペダルを一度戻し、4速になった後素早くいっぱいまで踏み込む。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション及びスロットル開度を読む。

アクセルペダルを踏み込んだとき、ただちにＤ4  →Ｄ2 シフトダウンするか？

YES ≫ 3へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ1 →Ｄ2 へ変速しない。又はＤ4  →Ｄ2 へキックダウンしない。”にチェックマーク

を記入し、ロードテストを続ける。

ATN0043D
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3. シフトアップＤ2 →Ｄ3

アクセルペダルをいっぱいまで踏み込み、正しい速度でシフトアップ（Ｄ2  →Ｄ3 ）するか点検する。

•「変速車速」(AT-210ページ )を参照すること。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション、スロットル開度、車速を読む。

正しい速度でシフトアップＤ2 →Ｄ3 するか？

YES ≫ 4へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ2 →Ｄ3 へ変速しない。”にチェック

マークを記入し、ロードテストを続ける。

4. シフトアップＤ3 →Ｄ4 及びエンジンブレーキ

Ｄ2 →Ｄ3  へ変速したら、アクセルペダル戻す。

Ｄ3 →Ｄ4 へシフトアップし、エンジンブレーキが効くか？

YES ≫ 1. 停車する。

2.「走行テスト パート 3」(AT-209ページ )へ

NO ≫ 診断シートの“Ｄ3 →Ｄ4 へ変速しない。”にチェック

マークを記入し、ロードテストを続ける。

走行テスト パート 3 JCS0061K

走行テストパート 3

1. シフトダウンＤ4 → 3M

1. Ｄレンジに入れる。

2. ハーフスロットルでＤ4 まで加速する。

3. アクセルペダルを戻す。

4. Ｄ4 で走行中にマニュアルモードにする。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジション及び車速を読む。

Ｄ4 → 3M へシフトダウンするか？

YES ≫ 2へ

NO ≫ 診断シートの“Dから 3M にしても 4速→ 3速に変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテ

ストを続ける。

2. エンジンブレーキ

エンジンブレーキがきき、減速するか？

YES ≫ 3へ

NO ≫ 診断シートの“エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。”にチェックマークを記入し、ロードテス

トを続ける。

ATN0047D

ATN0048D
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3. シフトダウン 3M3 → 2M2

3M3 で走行中にＤから 2M レンジへ入れる。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

3M3 → 2M2 へシフトダウンするか？

YES ≫ 4へ

NO ≫ 診断シートの“3速→ 2速に 変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

4. エンジンブレーキ

エンジンブレーキがきき、減速するか？

YES ≫ 5へ

NO ≫ 診断シートの“エンジン回転がアイドル回転まで落ちない。”にチェックマークを記入し、ロードテス

トを続ける。

5. シフトダウン 2M2 → 1M1

2M2 で走行中、1M レンジへいれる。

CONSULT–Ⅱを使用する場合

ギヤポジションを読む。

2M2 → 1M1 へシフトダウンするか？

YES ≫ 6へ

NO ≫ 診断シートの“2速 → 1変速しない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

6. エンジンブレーキ

エンジンブレーキがきき、減速するか？

YES ≫ 1. 停車する。

2. 自己診断を実施する。「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-229ページ )  を参

照のこと。

NO ≫ 診断シートの“エンジンブレーキがきかない。”にチェックマークを記入し、ロードテストを続ける。

変速車速 JCS0061L

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 4AX61

スロットル開度
（アクセル開度）

シフト
パターン

車 速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

スロットル開度
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 47～ 51 96～ 104 156～ 166 152～ 162 90～ 98 43～ 47

パワー 47～ 51 96～ 104 156～ 166 152～ 162 90～ 98 43～ 47

スロットル開度
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 32～ 36 65～ 71 124～ 132 69～ 77 38～ 44 7～ 11

パワー 34～ 38 72～ 78 124～ 132 108～ 116 62～ 68 7～ 11
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ロックアップ車速 JCS0061M

• ロックアップ車速は D4 速を示す。
• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。
• ハーフスロットル時はアクセル開度 4/8のときをいう。

現象別故障診断早見表 JCS0061N

診断項目の番号は点検の順番を示す。1の項目から順番に点検する。

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 4AX61

締結車速（km/h）
スロットル閉時 46～ 54

ハーフスロットル時 139～ 147

解除車速（km/h）
スロットル閉時 43～ 51

ハーフスロットル時 104～ 122

現象 条件 診断項目 参照ページ

N、Pレンジでエンジンが始動しな
い。

A/T車載状態

1．キースイッチ及びスターター —

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．インヒビター SW調整 (AT-298)

Nまたは Pレンジ以外でエンジンが
始動する。
A/T車載状態

1．コントロールケーブル調整 (AT-294)

2．インヒビター SW調整 (AT-298)

Pまたは Nレンジで異音。

A/T車載状態

1．フルードレベル (AT-173)

2．ライン圧点検 (AT-201)

3．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

4．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

5．エンジン回転信号 (AT-249) 

A/T分解
6．オイルポンプ (AT-349)

7．トルクコンバーター (AT-344)

Pレンジでパーキング状態にならな
い。又は他のレンジへ入れてもパー
キング状態が解除しない。

A/T車載状態 1．コントロールケーブル調整 (AT-294)

A/T分解 2．パーキング部品 (AT-399)

Nレンジで走ってしまう。

A/T車載状態 1．コントロールケーブル調整 (AT-294)

A/T分解

2．フォワードクラッチ (AT-374)

3．リバースクラッチ (AT-365)

4．オーバーランクラッチ (AT-374)

Rレンジで走行不能。
（D、マニュアルモードでは走行可）
クラッチが滑る。
極度の可速不良。

A/T車載状態

1．コントロールケーブル調整 (AT-294)

2．ライン圧点検 (AT-201)

3．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

5．リバースクラッチ (AT-365)

6．ハイクラッチ (AT-370)

7．フォワードクラッチ (AT-374)

8．オーバーランクラッチ (AT-374)

9．ロー＆リバースクラッチ (AT-382)
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Rレンジでブレーキがかかる。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-173)

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

5．ハイクラッチ (AT-370)

6．ブレーキバンド (AT-315)

7．フォワードクラッチ (AT-374)

8．オーバーランクラッチ (AT-374)

ショック大。
（N→ Dレンジ）

A/T車載状態

1．エンジンアイドル回転数 —

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．油温センサー (AT-245)

5．エンジン回転信号 (AT-249)

6．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

7．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

8．アキュムレーター N–D (AT-296)

A/T分解 9．フォワードクラッチ (AT-374)

D及び 2M2 、3M2 、4M2 レンジで走
行不能。
（1M 、2M1 、3M1 、4M1 及び Rレン
ジでは可能）

A/T車載状態 1．コントロールケーブル調整 (AT-294)

A/T分解 2．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

D、マニュアルモードで走行不能。
（Rレンジでは可能）
クラッチが滑る。
極度の可速不良。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-173)

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

5．アキュムレーター N–D (AT-296)

A/T分解

6．リバースクラッチ (AT-365)

7．ハイクラッチ (AT-370)

8．フォワードクラッチ (AT-374)

9．フォワードワンウエイクラッチ (AT-390)

10．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

発進時、クラッチやブレーキが滑
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

4．ライン圧テスト (AT-201)

5．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

7．アキュムレーター N–D (AT-296)

A/T分解

8．フォワードクラッチ (AT-374)

9．リバースクラッチ (AT-365)

10．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

11．オイルポンプ (AT-349)

12．トルクコンバーター (AT-344)

クリープが極度に大きい。 A/T車載状態 エンジンアイドル回転数 —

現象 条件 診断項目 参照ページ
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クリープが全然ない。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

4．フォワードクラッチ (AT-374)

5．オイルポンプ (AT-349)

6．トルクコンバーター (AT-344)

D1 → D2 変速不良。
A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

5．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

A/T分解 6．ブレーキバンド (AT-315)

D2 → D3 変速不良。
A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

5．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

A/T分解 6．ブレーキバンド (AT-315)

D3 → D4 変速不良。
A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

5．油温センサー (AT-245)

A/T分解 6．ブレーキバンド (AT-315)

1速→ 2速→ 3速→ 4速の変速時、
変速点が高い。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

D1 から直接 D3 へ変速してしまう。
A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．アキュムレーター S/R (AT-296)

A/T分解 3．ブレーキバンド (AT-315)

R、Dレンジへ入れるとエンストす
る。

A/T車載状態

1．エンジンアイドル回転数 —

2．ロックアップソレノイドバルブ (AT-243)

3．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解 4．トルクコンバーター (AT-344)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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D1 → D2 の変速ショックが大きい。
A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．アキュムレーター S/R (AT-296)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

5．油温センサー (AT-245)

A/T分解 6．ブレーキバンド (AT-315)

D2 → D3 の変速ショックが大きい。

A/T車載状態

1． スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー） 調整

—

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
4．ハイクラッチ (AT-370)

5．ブレーキバンド (AT-315)

D3 → D4 の変速ショックが大きい。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

4．ブレーキバンド (AT-315)

5．オーバーランクラッチ (AT-374)

6．フォワードワンウエイクラッチ (AT-390)

D1 → D2 の変速時、ショックが全く
ない。又はクラッチの滑りが発生す
る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．アキュムレーター S/R (AT-296)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解 6．ブレーキバンド (AT-315)

D2 → D3 の変速時、ショックが全く
ない。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
5．フォワードクラッチ (AT-374)

6．ブレーキバンド (AT-315)

D3 → D4 の変速時、ショックが全く
ない。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
5．フォワードクラッチ (AT-374)

6．ブレーキバンド (AT-315)

D1 → D2 の変速時、ブレーキがかか
る。

A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解

2．リバースクラッチ (AT-365)

3．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

4．ハイクラッチ (AT-370)

5．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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D2 → D3 の変速時、ブレーキがかか
る。

A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解 2．ブレーキバンド (AT-315)

D3 → D4 の変速時、ブレーキがかか
る。

A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解

2．オーバーランクラッチ (AT-374)

3．フォワードワンウエイクラッチ (AT-390)

4．リバースクラッチ (AT-365)

最高速が低い、加速が悪い。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．インヒビター SW調整 (AT-298) 

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

6．リバースクラッチ (AT-365)

7．ハイクラッチ (AT-370)

8．ブレーキバンド (AT-315)

9．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

10．オイルポンプ (AT-349)

11．トルクコンバーター (AT-344)

D4 → D3 へ変速しない。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

4．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

5．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
7．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

8．オーバーランクラッチ (AT-374)

D3 → D2 へ、又は D4 → D2  へ変速
しない。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
6．ハイクラッチ (AT-370)

7．ブレーキバンド (AT-315)

D2 → D1 へ、又は D3 → D1  へ変速
しない。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

6．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

7．ハイクラッチ (AT-370)

8．ブレーキバンド (AT-315)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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アクセルペダルを放して減速中、変
速ショックを感じる。 A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

2．ライン圧テスト (AT-201)

3．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

D4 → D3 、D3 → D2  、D2 → D1  へ
の変速時の変速点が高い。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

D4 からキックダウン速度域でアクセ
ルペダルを踏んでもキックダウンし
ない。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

D4 からキックダウン速度域を超えた
車速でペダルを踏込むとキックダウ
ンする。又はエンジンがオーバーラ
ンする。

A/T車載状態

1．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

アクセルペダルを踏込み、D4 → D3  
へ変速するとき、エンジンが空吹き
する。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
6．ハイクラッチ (AT-370)

7．フォワードクラッチ (AT-374)

アクセルペダルを踏込み、D4 → D2  
へ変速するとき、エンジンが空吹き
する。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

5．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解
7．ブレーキバンド (AT-315)

8．フォワードクラッチ (AT-374)

アクセルペダルを踏込み、D3 → D2  
へ変速するとき、エンジンが空吹き
する。又は滑りが発生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

6．油温センサー (AT-245)

A/T分解

7．ブレーキバンド (AT-315)

8．フォワードクラッチ (AT-374)

9．ハイクラッチ (AT-370)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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アクセルペダルを踏込み、D4 → D1  
又は D3 → D1  へ変速するとき、エ
ンジンが空吹きする。又は滑りが発
生する。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

6．フォワードクラッチ (AT-374)

7．フォワードワンウェイクラッチ (AT-390)

8．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

どのレンジでも走行不能。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

A/T分解

5．オイルポンプ (AT-349)

6．ハイクラッチ (AT-370)

7．ブレーキバンド (AT-315)

8．ロー＆リバースブレーキ (AT-382)

9．トルクコンバーター (AT-344)

10．パーキングリンケージ (AT-399)

D、Rレンジで騒音大。
A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解 2．トルクコンバーター (AT-344)

2M レンジへ入れても、D3 → 2M2  へ
変速しない。

A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

4．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

5．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

7．コントロールケーブル調整 (AT-294)

A/T分解
8．ブレーキバンド (AT-315)

9．オーバーランクラッチ (AT-374)

2M レンジで、2M2 → 2M3  へ変速す
る。

A/T車載状態
1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

1レンジでエンジンブレーキが効か
ない。

A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

3．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

4．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

5．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

7．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

A/T分解
8．オーバーランクラッチ (AT-374)

9．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

1M レンジで、1M1 → 1M2  へ変速す
る。

A/T車載状態
1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．コントロールケーブル調整 (AT-294)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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1M レンジで、1M2 → 1M1  へ変速し
ない。

A/T車載状態

1．インヒビター SW調整 (AT-298) 

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

3．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

5．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

A/T分解

6．ローワンウエイクラッチ (AT-387)

7．ブレーキバンド (AT-315)

8．ロー＆リバースブレーキ (AT-382)

1M レンジで、1M2 → 1M1  への変速
ショックが大きい。

A/T車載状態 1．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解 2．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

オーバーヒート

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．エンジンアイドル回転数 —

3．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

4．ライン圧テスト (AT-201)

5．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解

7．オイルポンプ (AT-349)

8．リバースクラッチ (AT-365)

9．ハイクラッチ (AT-370)

10．ブレーキバンド (AT-315)

11．フォワードクラッチ (AT-374)

12．オーバーランクラッチ (AT-374)

13．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

14．トルクコンバーター (AT-344)

走行中 A/Tフルードが吹き出す。
エキゾーストパイプから白煙がで
る。

A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解

2．リバースクラッチ (AT-365)

3．ハイクラッチ (AT-370)

4．ブレーキバンド (AT-315)

5．フォワードクラッチ (AT-374)

6．オーバーランクラッチ (AT-374)

7．ロー＆リバースブレーキ (AT-382)

オイルチャージングパイプから異常
な臭いがする。

A/T車載状態 1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

A/T分解

2．トルクコンバーター (AT-344)

3．オイルポンプ (AT-349)

4．リバースクラッチ (AT-365)

5．ハイクラッチ (AT-370)

6．ブレーキバンド (AT-315)

7．フォワードクラッチ (AT-374)

8．オーバーランクラッチ (AT-374)

9．ロー &リバースブレーキ (AT-382)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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しない。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整 —

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

3．インヒビター SW調整 (AT-298) 

4．エンジン回転信号 (AT-249)

5．油温センサー (AT-245)

6．ライン圧テスト (AT-201)

7．ロックアップソレノイドバルブ (AT-243)

8．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解 9．トルクコンバーター (AT-344)

トルクコンバーターのロックアップ
ピストンが滑る。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

3．ライン圧テスト (AT-201)

4．ロックアップソレノイドバルブ (AT-243)

5．ライン圧ソレノイドバルブ (AT-251)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

A/T分解 7．トルクコンバーター (AT-344)

ロックアップ点が極端に高い、又は
低い。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

2．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

3．ロックアップソレノイドバルブ (AT-243)

4．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

走行中、D4 、4M に入らない。

A/T車載状態

1．スロットルセンサー（又はアクセルセン
サー）調整

—

2．インヒビター SW調整 (AT-298) 

3．車速センサー 1及び車速センサー 2
(AT-231)、
(AT-233)

4．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

5．オーバーランクラッチソレノイドバルブ (AT-241)

6．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

7．油温センサー (AT-245)

8．ライン圧テスト (AT-201)

A/T分解
9．ブレーキバンド (AT-315)

10．オーバーランクラッチ (AT-374)

R、Dレンジ、マニュアルモードで
エンストする。

A/T車載状態

1．フルードレベル及び状態 (AT-199)

2．ロックアップソレノイドバルブ (AT-243)

3．シフトソレノイドバルブ B (AT-239)

4．シフトソレノイドバルブ A (AT-237)

5．コントロールバルブ ASSY (AT-296)

現象 条件 診断項目 参照ページ
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構成部品取付位置 JCS0061O
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回路図 JCS0061P

AT-0598D
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A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0061Q

A/Tコントロールユニットの端子配列

参考基準値表

CONSULT–Ⅱによる基準値

サーキットテスターによる基準値

ATN1874D

項目名 表示値 測定状態

スロットルセンサ 約 0.5Ｖ～約 4.0Ｖ アクセル全閉～全開

ユオンセンサ 約 1.5Ｖ～約 0.5Ｖ A/Tフルード約 20℃～約 80℃

ラインアツ DUTY 29%～ 94% ライン圧低い～ライン圧高い

ロックアップ DUTY 4%～ 94% ロックアップ解除～ロックアップ締結

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値

1 ライン圧ソレノイド

キー
SW　
ON

エンジン暖機後、アクセルペダルから足を
放す

約 1.5～ 3.0V

エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱ
いに踏み込む 約 0V

2
ライン圧ソレノイド
（ドロッピングレジスター経路）

エンジン暖機後、アクセルペダルから足を
放す 約 4～ 14V

エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱ
いに踏み込む 約 0V

3 ロックアップソレノイド 走行時
ロックアップしたとき 約 8～ 15V

ロックアップしていないとき 約 0V

5 CAN通信 H線 — —

6 CAN通信 L線 — —

10 電源
キー SWを ONにする 電源電圧

キー SWを OFFにする 約 0V

11 シフトソレノイド A

走行時

シフトソレノイド Aが作動したとき
（D1 あるいは D4 走行時）

電源電圧

シフトソレノイド Aが作動しないとき
（D2 あるいは D3 走行時）

約 0V

12 シフトソレノイド B

シフトソレノイド Bが作動したとき
（D1 あるいは D2 走行時）

電源電圧

シフトソレノイド Bが作動しないとき
（D3 あるいは D4 走行時）

約 0V

14 シフト制御信号 SB1 — —

15 シフト制御信号 SB2 — —

18 シフト制御信号 DB1 — —
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CAN通信信号一覧 JCS0061R

• CAN通信では、それぞれの C/Uを 2本の通信線（CAN−H線、CAN−L線）でつなぎ、多くの情報を少ない配線で通

信している。各 C/U はそれぞれのデータの送受信を行い、通信しているデータの中の必要としているデータだけを

読み取っている。

• A/T制御に関係する主な送受信信号は下表の通りである。

19 電源
キー SWを ONにする 電源電圧

キー SWを OFFにする 約 0V

20 オーバーランクラッチソレノイド 走行時

オーバーランクラッチソレノイドが作動し
たとき

電源電圧

オーバーランクラッチソレノイドが作動し
ないとき

約 0V

23 シフト制御信号 DB2 — —

24 シフト制御信号 DB3 — —

25 アース キー SWを ONにする 約 0V

28 電源（バックアップ）
キー SWを ONにする 電源電圧

キー SWを OFFにする 電源電圧

29
車速センサー 1
（出力軸回転センサー）

30km/hで走行したとき（ACレンジで点検 )
約 1V以上（車速
に追従して電圧も
上昇する )

車両停止状態（ACレンジで点検 ) 約 0V

30 CONSULT（RX）信号 — —

31 CONSULT（TX）信号 — —

32 センサー電源
キー SWを ONにする 約 4.5～ 5.5V

キー SWを OFFにする 約 0V

34 インヒビター Dレンジ SW

キー
SW　
ON

セレクトレバー :Dレンジ 電源電圧

セレクトレバー :Dレンジ以外 約 0V

35 インヒビター Rレンジ SW
セレクトレバー :Rレンジ 電源電圧

セレクトレバー :Rレンジ以外 約 0V

36 インヒビター N·Pレンジ SW
セレクトレバー :N,Pレンジ 電源電圧

セレクトレバー :N,Pレンジ以外 約 0V

38 タービンセンサー 約 1000rpmで回転させたとき 約 0.1V

39 エンジン回転信号 —
「EC ECCSコント
ロールユニット入
出力参考値」参照

40
車速センサー 2
（メーター内車速信号）

車両を 2～ 3km/hで 1m以上動かしたとき
約 0Vから約 4.5V
間を断続的に変化

41 アクセルセンサー信号

キー
SW　
ON

エンジン暖機後、アクセルペダルをゆっく
り踏む

アクセル開度に追
従して電圧が上昇
する。
アクセル全閉時
:約 0.5V
アクセル全開時
:約 4.0V

42 センサーアース — 約 0V

47 油温センサー
油温約 20℃時 約 1.5V

油温約 80℃時 約 0.5V

48 アース — 約 0V

端子
番号

項目 操作又は測定条件 基準値
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●：送信 ○：受信

注 1: 表中に記載の各コントロールユニット以外にレーザーレーダーセンサー、ABS アクチュエーター C/U、
IPDM E/R間とも CAN通信を行っている。
注 2:リバース位置信号のみ受信。

CONSULT–Ⅱの機能 JCS0061S

概要
• CONSULT–Ⅱでは電気的なシフトタイミングやロックアップタイミング、つまり各ソレノイドの作動時期を表示し

ている。従って変速ショック（又は、エンジン回転数の変化）から解るシフトタイミングと CONSULT–Ⅱで表示さ

れるシフトタイミングの間に明らかな相違がある場合にはソレノイドやセンサー類を除いた機構部品（油圧回路を
含む）に誤作動があると考えられる。この場合には、適切な故障診断手順で機構部品の点検を行うこと。

• CONSULT–Ⅱで表示される変速点（ギヤ位置）と、整備要領書中に記載されている変速特性では、若干の相違があ

る。これは以下の理由によるものである。

※実際の変速特性には、若干の許容範囲がある。

※整備要領書に記載されている変速特性は変速開始を示しているのに対し、CONSULT–Ⅱでは変速終了時のギヤ位

置を表示する。

※ CONSULT–Ⅱ上のシフトソレノイド A、Bの表示（ON–OFF）は変速開始時点で切り換わり、一方、ギヤ位置の

表示は C/Uで計算された変速終了時のタイミングで切り換わる。

注意
• CONSULT–Ⅱの診断モードで “作業サポート ”、 “機能チェックサポート ”が選択できるが使用しないこと。

• “ ファンクションテスト ” は故障診断用に使用しないこと。なお、詳細は別冊「CONSULT– Ⅱ取扱説明書（ファン

クションテスト）」を参照のこと。

主な信号名称／接続ユニット注 1 A/T C/U ECCS C/U
コンビネーショ
ンメーター

BCM
車間自動制
御システム

C/U

アクセル開度信号 ○ ● ○

アイドル信号 ○ ● ○

フル信号 ○ ●

出力軸回転信号 ● ○ ○

ロックアップ禁止信号 ○ ●

トルクダウン許可信号 ○ ●

ロックアップ中信号 ● ○

急減速判定信号 ● ○

トルクダウン信号 ● ○

車間自動制御システム作動信号 ○ ●

A/Tシフト位置信号 ● ○ ○ ○注 2 ○

A/T電子制御システム警告信号 ● ○ ○

スノーモード信号 ○ ● ○

パワーモード信号 ○ ●

マニュアルモード信号 ○ ●

マニュアルモード以外信号 ○ ●

マニュアルモードシフトアップ信号 ○ ●

マニュアルモードシフトダウン信号 ○ ●

マニュアルモード表示信号 ● ○ ○

O/D解除信号 ○ ●
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自己診断

操作要領
• 詳細は別冊「CONSULT–Ⅱ取扱説明書」を参照のこと。

1. キースイッチを OFFにする。

2. CONSULT–Ⅱのコネクターを車両側の DDL2診断コネクターに接

続する。

3. エンジンを始動する。

4. CONSULT–Ⅱ画面を“開始”“A/T”“自己診断結果”の順にタッチ

する。

5. 自己診断結果が表示される。

表示項目一覧

ECL1945D

不具合系統名表示 異常検出条件 異常の場合の点検項目

車速センサー 1（A/T）

• 断線等により、車速センサー 1の信号が入力
されない場合。

• 走行中に異常信号が入力された場合。
• キー SW ON後、走行開始するまでに車速セ
ンサー 2に異常信号が入力された場合。

車速センサー 1経路

車速センサー 2（メーター）
• 断線等により、車速センサー 2の信号が入力
されない場合。

• 走行中に異常信号が入力された場合。
車速センサー 2経路

スロットルセンサ

• スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
信号の電圧が異常に高い場合。

• アイドル信号 OFF又は、フル信号 ON時の
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
信号電圧が異常に低い場合。

アクセルセンサー経路

シフトソレノイド A

• 断線、短絡等により、ソレノイドに正規の電
圧がかからない場合。

シフトソレノイド A経路

シフトソレノイド B シフトソレノイド B経路

オーバーランクラッチソレノイド
オーバーランクラッチ
ソレノイド経路

ロックアップソレノイド ロックアップソレノイド経路

ライン圧ソレノイド ライン圧ソレノイド経路

バッテリ電圧 /油温センサ

• 走行中、C/Uへの供給電圧が異常に低い場合。
• 走行中、油温センサーの信号電圧が異常に高
い（A/Tフルードの温度が異常に低い）場合。
注意 : キー SW ON位置で異常時のみ表示さ

れ記憶機能はない。

油温センサー経路、C/U電源
経路、センサー電源経路

エンジン回転信号 • 走行中、エンジン回転数が異常に低い場合。 エンジン回転信号経路

タービンセンサー
• 断線等により、入力軸回転センサーの信号が
入力されない場合。

• 走行中に異常信号が入力された場合。
タービンセンサー経路

シフトソレノイド Aユアツ SW
• 断線、短絡等により、シフトソレノイド A圧
検出 SWの信号が入力されない場合。

シフトソレノイド A圧検出
SW経路

Mモード系 SW
• 断線、短絡等により、マニュアルモード SW
の信号が正常に入力されない場合。

マニュアルモード SW経路

エンジンブレーキ C/U※ 1
• シフト C/Uが各入出力信号線の断線、短絡等
により、正常に作動しない場合。

• シフト C/U自体に故障が発生した場合。

シフト C/Uへ接続される各信
号線経路

CAN通信系※ 2 • CAN通信に異常が検出された場合。 CAN通信経路
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※ 1：シフト C/Uを示す。
※ 2：CAN通信系を含む複数の不具合系統を検出した場合は、まず、CAN通信系統の故障診断を行うこと。

自己診断結果の消去方法
• 故障コードが ECCS C/U と A/T C/U の両方によって表示された場合は、下記の手順に従って両方の C/U から故障

コードを消去する。

1. 修理作業後、キースイッチが ONになっていたら一回 OFFにし、5秒以上待った後、ONにもどす。（エンジンを

始動しないこと。）

2. CONSULT–Ⅱを ONにし “A/T”をタッチする。

3. “自己診断結果 ”をタッチする。

4. “消去 ”をタッチする。

5. “エンジン ”をタッチする。

6. “自己診断結果 ”をタッチする。

7. “消去 ”をタッチする。

データモニタ

操作要領
• 詳細は別冊「CONSULT–Ⅱ取扱説明書」を参照のこと。

1. キースイッチを OFFにする。

2. CONSULT–Ⅱのコネクターを車両側の DDL2診断コネクターに接

続する。

3. エンジンを始動する。

4. CONSULT–Ⅱ画面を“開始”“A/T”“データモニタ”の順にタッチ

する。

表示項目一覧
○：標準 △：任意選択

記憶電源供給停止
• バッテリー取り外し等により、C/Uへの電源
が供給されなくなり、自己診断記憶等の機能
が停止した場合。

コントロールユニット（RAM）
• C/Uのメモリー（RAM）機能に異常が検出さ
れた場合。

コントロールユニット（ROM）
• C/Uのメモリー（ROM）機能に異常が検出さ
れた場合。

不具合系統名表示 異常検出条件 異常の場合の点検項目

ECL1945D

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U入力
項目

主要項目
CAN診
断サポー
トモニタ

項目メ
ニュー選
択

シャソクセンサ 1・A/T（km/h） ○ △

シャソクセンサ 2・メータ（km/h） ○ △
車速 10km/h以下では誤差を生
じ、停車時でも 0km/hになら
ない。

スロットルセンサ（V） ○ △ アクセルセンサー信号のこと。

ユオンセンサ（V） ○ △
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バッテリデンアツ（V） ○ △

エンジン RPM（rpm） ○ ○ △ エンジン停止時の表示は 0rpm
とならないが異常ではない。

タービン RPM（rpm） ○ △

インプットシャフトの回転数
のこと。
エンジン停止時の表示は 0rpm
とならないが異常ではない。

レバー SW（ON–OFF表示） ○ △
O/D SWのこと。
設定されていないが表示され
る。

Nレンジ SW（ON–OFF表示） ○ △

Rレンジ SW（ON–OFF表示） ○ △

Dレンジ SW（ON–OFF表示） ○ △

3レンジ SW（ON–OFF表示） ○ △
設定されていないが表示され
る。2レンジ SW（ON–OFF表示） ○ △

1レンジ SW（ON–OFF表示） ○ △

ASCD ・クルーズ（ON–OFF表示） ○ △

ASCD ・ODカイジョ
（ON–OFF表示）

○ △

キックダウン SW（ON–OFF表示） ○ △
キックダウン SWは設定され
ていないが表示される。

パワー SW（ON–OFFF表示） ○ △
A/Tモード SWのパワー SW
のこと。

アイドル SW（ON–OFF表示） ○ △
CAN通信により入力されるア
イドル信号のこと。

フル SW（ON–OFF表示） ○ △
CAN通信により入力されるフ
ル信号のこと。

*シフトソレノイド A
（ON–OFF表示）

△ C/Uの制御信号出力のチェッ
ク信号（再入力信号）の状態
を表示。
ソレノイドの断線又は短絡時
は ON又は OFFのまま変化し
ない。

*シフトソレノイド B
（ON–OFF表示）

△

*OVR/Cソレノイド
（オーバーランクラッチソレノイド）
（ON–OFF表示）

△

*OVR/Cソレノイド 2
（オーバーランクラッチソレノイド
2）（ON–OFF表示）

シフト C/Uの制御信号出力の
チェック信号（再入力信号）
の状態を表示。
ソレノイドの断線又は短絡時
は ON又は OFFのまま変化し
ない。

ホールド /スノー SW
（ON–OFF表示） ○ △

A/Tモード SWのスノー SW
のこと。
常時 OFFと表示される。

Mモード SW（ON–OFF表示） ○ △
マニュアルモード SW内の
ゲート側接点のこと。

NON Mモード SW
（ON–OFF表示）

○ △
マニュアルモード SW内の非
ゲート側接点のこと。

UP SW（ON–OFF表示） ○ △
マニュアルモード SW内の UP
側（＋側）接点のこと。

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U入力
項目

主要項目
CAN診
断サポー
トモニタ

項目メ
ニュー選
択
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DOWN SW（ON–OFF表示） ○ △
マニュアルモード SW内の
DOWN側（－側）接点のこと。

NON シフト SW（ON–OFF表示） ○ △

ブレーキ SW（ON–OFF表示） ○ △ ストップランプ SWのこと。

S/SOL A ユアツ SW
（ON–OFF表示） ○ △

シフトソレノイド A圧検出
SWのこと。

ギヤ ○ △
C/Uが認識しているギヤ位置。
変速終了後に更新される。

レンジ ○ △

C/Uが認識しているレンジ位
置。フェイルセーフ作動時は
制御に用いる特定の値が表示
される。

シャソク（km/h） ○ △ C/Uが認識している車速。

スロットルカイド ○ △

C/Uが認識しているアクセル
開度。
フェイルセーフ作動時は制御
に用いる特定の値が表示され
る。

ラインアツ DUTY（%） ○ △

C/Uの制御信号出力。

ロックアップ DUTY（%） ○ △

シフトソレノイド A
（ON–OFF表示）

○ △

シフトソレノイド B
（ON–OFF表示）

○ △

OVR/Cソレノイド
（オーバーランクラッチソレノイド）
（ON–OFF表示）

○ △

パワーシフトランプ
（ON–OFF表示）

○ △
C/Uの A/T電子制御システム
警告灯の制御状態。

TC スリップヒ △
エンジン回転とトルクコン
バーター入力軸回転の比。

TC スリップ RPM（rpm） △

エンジン回転数とトルクコン
バーター入力軸回転数の差。
エンジン停止時の表示は 0rpm
とならないが異常ではない。

CANツウシン（OK–NG） ○

CANケイトウ 1（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 2（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 3（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 4（OK–UNKWN） ○

CANケイトウ 5（OK–UNKWN） ○

デンアツ（V) △ 電圧プローブの測定値を表示。

シュウハスウ（Hz) △

パルスプローブの測定値を表
示。

デューティ –HI（%） △

デューティ –LOW（%） △

パルス ハバ –HI（msec) △

パルス ハバ –LOW（msec) △

項目名           （単位）

モニタ項目選択

備考C/U入力
項目

主要項目
CAN診
断サポー
トモニタ

項目メ
ニュー選
択
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自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合） JCS0061T

概要
• 万一電気系統に異常が発生した場合、キースイッチを ON にすると A/T 電子制御システム警告灯が 2 秒間点灯後 8

秒間点滅する。異常のない場合はキースイッチ ON で 2 秒間点灯する。異常部位を見つける方法として、自己診断

開始信号を入力することにより故障情報の記憶を出力し、A/T電子制御システム警告灯を点滅させ異常部位を表示す

る。

自己診断

操作要領

1. エンジンを暖機する。

2. キースイッチの ON、OFFを 2回以上繰り返し、OFFの位置にする。

3. この状態で 5秒間待つ。

4. セレクトレバーをPレンジでキースイッチをONにし、A/T電子制御システム警告灯が 2秒間点灯するか確認する。

5. キースイッチを OFFにする。

6. ブレーキを踏み、アクセルを全閉にし、その状態でセレクトレバーを Dレンジにする。

7. キースイッチを ONにする。

8. この状態で 3秒間待つ。

9. セレクトレバーをマニュアルシフトゲート側にする。

10.ブレーキを戻す。

11.セレクトレバーをメインゲート側にする。（Dレンジ）

12.左足でブレーキを踏みながら、右足でアクセルを全開にし、全閉にする。

13. A/T電子制御システム警告灯の点滅を読み取り、診断を終了する。

A/T電子制御システム警告灯の表示

• 異常がある場合、その経路の点灯時間を長く表示する。

点滅順序 不具合経路

1 車速センサー 1

2 車速センサー 2

3 アクセルセンサー信号

4 シフトソレノイド A

5 シフトソレノイド B

6 オーバーランクラッチソレノイド

7 ロックアップソレノイド

8 油温センサー、C/U電源、センサー電源

9 エンジン回転信号

10 タービンセンサー

11 ライン圧ソレノイド

12 CAN通信（注 1）

13 シフト C/U

点滅しない
インヒビター SW、マニュアルモード SW、

アイドル信号 ·フル信号（注 2）

SCIA0835J
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注 1:12番目の点灯時間が長い表示をした場合の CAN通信系統異常は、過去に不具合を検出したものの、現在
は正常に戻っている場合を示す。
注 2: マニュアルモードスイッチ信号、アイドル信号 · フル信号は CAN 通信によって入力されるため、自己診
断実施後に CAN通信系統の故障が継続している場合が考えられる。
※ 4Hzの点滅を繰り返す場合は、メモリバックアップ電源不良、A/T C/Uを交換した場合、バッテリーを長時
間外した場合又はバッテリー性能低下等の不具合が考えられる。

自己診断の消去方法
• 再現性の低い故障の原因究明を容易にするため、ユーザー使用中は、故障情報を C/U に随時記憶している。この記

憶は、キースイッチを何度 ON–OFFしても消えない。ただし、自己診断機能による自己診断実施後にキースイッチ

を OFFにするか又は、CONSULT–Ⅱの記憶消去で消えるようになっている。
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車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統 PFP:32702

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0061U

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0061V

1. 車速センサー 1（出力軸回転センサー）

車速センサー 1（出力軸回転センサー）を点検する。 

•「構成部品点検」(AT-232ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫  2へ

NG ≫ 車速センサー 1（出力軸回転センサー）を修理又は交換

2. 入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながら、シャソク センサ 1・A/Tの車速を読み取る。車両

の加速、減速に追従して数値が変化するか点検する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

走行状態で A/T C/Uのコネクター端子とセンサーアース間の電圧を

点検する。（ACレンジで測定する）

参考 : 電圧は車速が上昇するにつれて徐々に上昇する。

端子番号 項目 条件 判定基準

29
車速センサー 1
(出力軸回転センサー )

30km/hで走行したとき（ACレンジで点検）
約 1V以上

（車速に追従して上昇）

車両停止状態（ACレンジで点検） 約 0V

42 センサーアース キー SWを ONにする。 約 0V

ATN2280D

0km/h ：約 0V

30km/h ：約 1V以上

ATN1900D
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点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/T C/U、ECCS C/U及び車速センサー1（出力軸回転センサー）間のメインハーネスの断線、ショート

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0061W

車速センサー 1（出力軸回転センサー）
• 車速センサー 1コネクターの端子間の抵抗を点検する。

1～ 2 ：約 500～ 650Ω

SCIA0836J
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車速センサー 2系統 PFP:24814

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0061X

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0061Y

1. 入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながら、シャソク センサ 2・メータの車速を読み取る。車

両の加速、減速に追従して数値が変化するか点検する。（シャソ
クセンサ 2・メータは停車時 5km/hを示す。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. 2～ 3km/hで 1m以上走行しながら、A/T C/Uのコネクター端子

とアース間の電圧を点検する。

端子番号 項目 条件 判定基準

40 車速センサー 2 2～ 3km/hで 1m以上走行 約 0V～約 4.5V間を断続的に変化

ATN2280D

電圧 ：約 0V～約 4.5V間を断続的に変化

ATN1901D
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点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• 車速センサー 2～メーター C/U間の導通点検

• A/T C/Uと車速センサー 2間のメインハーネスの断線、ショート

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0061Z

コンビネーションメーター
•「DIドライバーインフォメーションシステム」の 「コンビネーションメーター」(DI-4ページ ) を参照のこと。
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アクセルセンサー系統 PFP:18002

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS00620

数値データは参考値である。

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS00621

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS00622

1. 自己診断（エンジン）
エンジン制御の自己診断を実施する。

•「ECエンジンコントロール」を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ エンジン制御のアクセルセンサー経路を点検。

モニタ項目 条件 基準値

スロットルセンサ
アクセル全閉 約 0.5Ｖ

アクセル全開 約 4.0Ｖ

端子番号 項目 条件 判定基準

32 センサー電源
キー SWを ONにする 約 4.5～ 5.5Ｖ

キー SWを OFFにする 約 0V

41 アクセルセンサー信号
暖機後、キー SW ON状態でアクセルペダルを徐々
に踏み込んだとき
（全開にしていくと電圧値も上昇する）

全閉：約 0.5Ｖ 
全開：約 4.0Ｖ

42 センサーアース キー SWを ONにする 約 0V
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2. 入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

2. A/Tのモニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3.“スロットルセンサ”の電圧値を読み取る。（アクセルを全開にし
ていくと電圧値も上昇する）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

2. アクセルペダルをゆっくり踏み、A/T C/Uのコネクター端子とセ

ンサーアース間の電圧を点検する。（アクセルを全開にしていく
と電圧値も上昇する）

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ • アクセルセンサー経路の ECCS C/U～ A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショートがないか点検

する。

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS00623

アクセルセンサー
•「EC エンジンコントロール」の「アクセルセンサー 1、2（アクセルワークユニット）の点検」(EC-110ページ )  を

参照のこと。

アクセル全閉 ：約 0.5Ｖ

アクセル全開 ：約 4.0Ｖ

ATN2280D

アクセル全閉 ：約 0.5Ｖ

アクセル全開 ：約 4.0Ｖ

ATN1903D



シフトソレノイド A系統

AT - 237

[RE4R01B]

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

シフトソレノイド A系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS00624

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS00625

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- シフトソレノイド A （「構成部品点検」(AT-238

ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

端子番号 項目 条件 判定基準

11 シフトソレノイド A
シフトソレノイド Aが作動している（D1 又はＤ4 で走行中） 電源電圧

シフトソレノイド Aが作動していない（Ｄ2 又はＤ3 で走行中） 約 0V

抵抗 ：約 20～ 40Ω

ATN2036D

ATN2037D
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS00626

シフトソレノイドバルブ A
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

シフトソレノイドバルブ A 2
ソレノイド
ケース

約 20～ 40Ω

ATN2036D
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シフトソレノイド B系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS00627

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS00628

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- シフトソレノイド B （「構成部品点検」(AT-240

ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

端子番号 項目 条件 判定基準

12 シフトソレノイド B
シフトソレノイド Bが作動している（D1 又は D2 で走行中） 電源電圧

シフトソレノイド Bが作動していない（D3 又は D4 で走行中） 約 0Ｖ

抵抗 ：約 10～ 20Ω

ATN2038D

ATN2039D
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. 各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS00629

シフトソレノイドバルブ B
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

シフトソレノイドバルブ B 1
ソレノイド
ケース

約 10～ 20Ω

ATN2038D
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オーバーランクラッチソレノイド系統 PFP:31940

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0062A

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0062B

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- オーバーランクラッチソレノイドバルブ （「構成

部品点検」(AT-242ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

端子番号 項目 条件 判定基準

20
オーバーランクラッチ
ソレノイドバルブ

オーバーランクラッチソレノイドバルブが作動している 電源電圧

オーバーランクラッチソレノイドバルブが作動していない 約 0Ｖ

抵抗 ：約 20～ 40Ω

ATN2040D

ATN2041D



オーバーランクラッチソレノイド系統

AT - 242

[RE4R01B]

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062C

オーバーランクラッチソレノイドバルブ
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

オーバーランクラッチ
ソレノイドバルブ

3
ソレノイド
ケース

約 20～ 40Ω

ATN2040D
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ロックアップソレノイド系統 PFP:31940

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS0062D

数値データは参考値である。

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0062E

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0062F

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 1. オイルパンを取り外す。（「コントロールバルブ及

びアキュムレーター」(AT-296ページ ) を参照のこ

と。）

2. 下記の項目を点検する。

- ロックアップソレノイドバルブ （「構成部品点検」(AT-244ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の導通があるか点検する。

4. ハーネスがアース又は電源とショートしていないか点検する。

5. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス及びコネクターの断線、又はアースや電源へ

のショートを修理する。

モニタ項目 条件 基準値

ロックアップ DUTY
ロックアップ解除 4％

ロックアップ締結 94％

端子番号 項目 条件 判定基準

3 ロックアップソレノイドバルブ
ロックアップしたとき 約 8～ 15V

ロックアップしてないとき 約 0V

抵抗 ：約 10～ 20Ω

ATN2042D

ATN2043D
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3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062G

ロックアップソレノイドバルブ
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ロックアップ
ソレノイドバルブ

5
ソレノイド
ケース

約 10～ 20Ω

ATN2042D
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油温センサー系統及び A/Tコントロールユニット電源系統 PFP:31940

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS0062H

数値データは参考値である。

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0062I

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0062J

1. A/T C/U電源

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しないこと）

2. A/T C/Uのコネクター端子とアース間の電圧を点検する。

3. キースイッチを OFFにする。

4. A/T C/Uのコネクター端子とアース間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

• キースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

モニタ項目 条件 基準値

ユオンセンサ
A/Tフルード約 20℃ 約 1.5Ｖ

A/Tフルード約 80℃ 約 0.5Ｖ

端子番号 項目 条件 判定基準

10 電源
キースイッチを ONにする 電源電圧

キースイッチを OFFにする 約 0Ｖ

19 電源 10番端子と同じ

28 電源（メモリーバックアップ）
キースイッチを OFFにする 電源電圧

キースイッチを ONにする 電源電圧

42 センサーアース キースイッチを ONにする 約 0Ｖ

47 油温センサー
油温が約 20℃のとき 約 1.5Ｖ

油温が約 80℃のとき 約 0.5Ｖ

10番端子 ：電源電圧

19番端子 ：電源電圧

28番端子 ：電源電圧

10番端子 ：約 0V

19番端子 ：約 0V

28番端子 ：電源電圧

SCIA0457J
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2. 油温センサー及び A/Tターミナル ASSY

1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子間の抵抗を点検する。

4. 外した部品を取り付ける。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 1. オイルパンを取り外す。（「コントロールバルブ及

びアキュムレーター」(AT-296ページ ) を参照のこ

と。）

2. 下記の項目を点検する。

- 油温センサー（「構成部品点検」(AT-247ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

抵抗 ：2.5ｋΩ（油温約 20℃）

：0.3ｋΩ（油温約 80℃）

ATN2044D
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3. 油温センサーからの入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. A/Tのモニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 油温センサの電圧値を点検する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. 暖機しながら、A/T C/Uのコネクター端子とセンサーアース間の

電圧を点検する。

3. キースイッチを OFFにする。

4. A/T C/Uのコネクターを外す。

5. A/T C/Uのコネクター端子とセンサーアース間に導通があるか点

検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記項目を点検する。

• A/T C/U、ECCS C/U及び A/Tターミナル ASSY間のメインハーネスの断線、ショート

4. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT– Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら、各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062K

油温センサー
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

冷機時（油温約 20℃） ：約 1.5Ｖ

暖機時（油温約 80℃） ：約 0.5Ｖ

ATN2280D

冷機時（油温約 20℃） ：約 1.5Ｖ

暖機時（油温約 80℃） ：約 0.5Ｖ

ATN2360D



油温センサー系統及び A/Tコントロールユニット電源系統
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• 図のように温度を変化させながら端子間の抵抗を点検する。

約 20℃ ：約 2.5ｋΩ

約 80℃ ：約 0.3ｋΩ

ATN2051D
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エンジン回転信号系統 PFP:24825

点検要領 JCS0062L

1. エンジン自己診断
ECCS C/Uの自己診断を実施する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 不具合部位の点検又は修理を行う。（「ECエンジンコントロール」を参照のこと。）

2. 入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. エンジンRPMを読み取りながらアクセル開度に応じてエンジン

回転数が変化するか点検する。（エンジン停止時の表示は 0rpm

とはならないが異常ではない）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. エンジンを始動する。

2. A/T C/Uのコネクター端子とアース間の電圧を点検する。

-「EC エンジンコントロール」の「ＥＣＣＳコントロールユニッ

ト入出力信号参考値」(EC-46ページ ) を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/T C/U と ECCS C/U 間のハーネスの断線及び

ショート

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT– Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら、各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ATN2298D

ATN1916D



タービンセンサー系統

AT - 250

[RE4R01B]

タービンセンサー系統 PFP:31935

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0062M

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0062N

1. 入力信号（CONSULTⅡを使用する場合）

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で、C/U入力項目を選択する。

3. 走行しながら、タービン RPMを読み取る。エンジン回転に応じ

て数値が変化するか点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• タービンセンサー（「構成部品点検」(AT-250ページ

) を参照すること。）

• A/T C/U、ECCS C/U、及びタービンセンサー間のメ

インハーネスの断線、ショート

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062O

タービンセンサー
• タービンセンサーコネクターの端子間の抵抗及び導通を点検する。

端子番号 項目 条件 判定基準

38 タービンセンサー 約 1.000rpmで回転させた時 約 0.1V

42 センサーアース キー SWを ONにする。 約 0V

ATN2298D

1～ 2 ：約 2.6kΩ

1～ 3 ：導通なし

2～ 3 ：導通なし

ATN2305D
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ライン圧ソレノイド系統 PFP:31940

CONSULT–Ⅱデータモニタ表示 JCS0062P

数値データは参考値である。

A/Tコントロールユニット入出力信号基準値 JCS0062Q

数値データはサーキットテスターによる参考値である。

点検要領 JCS0062R

1. アース回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/Tターミナル ASSY中間コネクターを外す。

3. コネクター端子とアース間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- ライン圧ソレノイドバルブ（「構成部品点検」(AT-

252ページ ) を参照のこと。）

- A/Tターミナル ASSYの断線、ショート

モニタ項目 条件 基準値

ライン圧 DUTY
ライン圧が低い 29％

ライン圧が高い 94％

端子番号 項目 条件 判定基準

1 ライン圧ソレノイドバルブ

キー
SW
ON

エンジン暖機後、アクセルペダルを放した状
態

約 1.5～ 3.0V

エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱい
に踏込んだ状態

約 0V

2
ライン圧ソレノイドバルブ
（ドロッピングレジスター経由）

エンジン暖機後、アクセルペダルを放した状
態

約 4～ 14V

エンジン暖機後、アクセルペダルをいっぱい
に踏込んだ状態

約 0V

抵抗 ：約 2.5～ 5.0Ω

ATN2046D



ライン圧ソレノイド系統
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2. 電源回路
1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uのコネクターを外す。

3. 端子間の抵抗を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• ドロッピングレジスター（「構成部品点検」(AT-252

ページ ) を参照のこと。）

• A/T C/Uのコネクターの 1、2番端子と A/Tターミナル ASSY間のメインハーネスの断線、ショート

3. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062S

ライン圧ソレノイドバルブ
• 脱着要領は「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し、取り付け」(AT-296ページ )  を参照のこと。

抵抗値
• 端子間の抵抗を点検する。

抵抗

1～ 4番端子 ：約 0Ω

2～ 4番端子（ドロッピングレジスター経由） ：約 12Ω

ATN2047D

ソレノイドバルブ 端子番号 抵抗

ライン圧ソレノイドバルブ 4 アース端子 約 2.5～ 5.0Ω

ATN2046D
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ドロッピングレジスター
• 端子間の抵抗を点検する。

抵抗 ：約 12Ω

ATN1702D
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CAN通信系統 PFP:23710

回路図 JCS0062T

VQ25DD(2WD)

VQ25DD(2WD)+車間自動制御システム付車

点検要領 JCS0062U

1. 点検開始
CONSULT-Ⅱで自己診断結果をチェックする。

「CAN通信」の異常が表示されるか？

YES ≫ 自己診断結果をプリントアウト後、2へ

NO ≫ 点検終了

EL-3752D

EL-3887D

SCIA0321J
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2. 現象の確認
データモニタの “CAN診断サポートモニタ ”をチェックする。

CAN診断サポートモニタ

≫ モニタ項目をプリントアウト後、CANシステムへ〔「CAN通信接続ユニット」(LAN-4ページ ) 参照〕

正常時 異常時（例）

CANツウシン：OK CANツウシン：OK

CANケイトウ 1：OK CANケイトウ 1：UNKWN

CANケイトウ 2：OK CANケイトウ 2：UNKWN

CANケイトウ 3：UNKWN CANケイトウ 3：UNKWN

CANケイトウ 4：OK CANケイトウ 4：UNKWN

CANケイトウ 5：UNKWN CANケイトウ 5：UNKWN



シフトコントロールユニット系統
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シフトコントロールユニット系統 PFP:31038

点検要領 JCS0062V

1. シフトコントロールユニット
シフト C/Uの入出力信号を点検する。 

•「構成部品点検」(AT-256ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫  2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• 不具合経路のメインハーネスの断線、ショート

• マニュアルモードスイッチ（「構成部品点検」(AT-256ページ ) を参照のこと。）

• シフトソレノイド A圧検出スイッチ（「構成部品点検」(AT-256ページ ) を参照のこと。）

• シフト C/U～ A/T C/U間の導通点検

• コネクターハウジングからの端子抜け、ゆるみ、曲り、たおれ等を点検する。

2. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062W

シフトコントロールユニット

• 車両走行状態にし、シフト C/U～ボディーアース間の電圧を点検する。

ATN2019D

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

1 オーバーランクラッチソレノイド
オーバーランクラッチソレノイドが作動したとき 電源電圧

オーバーランクラッチソレノイドが作動しないとき 約 0V

2 シフトソレノイド A
1速あるいは 4速走行時 電源電圧

2速あるいは 3速走行時 約 0V

3 シフトソレノイド B
1速あるいは 2速走行時 電源電圧

3速あるいは 4速走行時 約 0V

4 アース キー SW：ON 約 0V
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マニュアルモードスイッチ
• セレクトレバーを操作し、コントロールデバイスコネクターの端子
間の導通を点検する。

シフトソレノイド A圧検出スイッチ
• 車両をリフトアップ状態にし、タイヤを駆動させ、電圧を点検する。

5 メインゲート
セレクトレバー：メインゲート位置 約 0V

セレクトレバー：メインゲート位置以外 電源電圧

8 シフト制御信号 SB1 ― ―

9 シフト制御信号 DB1 ― ―

10 シフト制御信号 DB2 ― ―

11，12 電源
キー SW：ON 電源電圧

キー SW：OFF 約 0V

13 シフトソレノイド A圧検出 SW
1速あるいは 4速走行時 約 0V

2速あるいは 3速走行時 電源電圧

14 アース キー SW：ON 約 0V

15 マニュアルシフトゲート
セレクトレバー：マニュアルシフトゲート中立位置 約 0V

上記以外 電源電圧

18 シフト制御信号 SB2 ― ―

19 シフト制御信号 DB3 ― ―

20 アース キー SW：ON 約 0V

端子番号 項目 操作又は測定条件 基準値

4～ 10（メインゲート）

メインゲート位置 ：導通あり

メインゲート位置以外 ：導通なし

4～ 8（マニュアルシフトゲート）

マニュアルシフトゲート中立位置 ：導通あり

マニュアルシフトゲート中立位置以外 ：導通なし

4～ 9（シフトアップ）

シフトアップ時（＋側） ：導通あり

シフトアップ時以外（＋側以外） ：導通なし

3～ 4（シフトダウン）

シフトダウン時（－側） ：導通あり

シフトダウン時以外（－側以外） ：導通なし

SCIA0840J

8～ボディーアース

1速あるいは 4速走行時 ：約 0V

2速あるいは 3速走行時 ：電源電圧

SCIA0842J



インヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フル信号系統
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インヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フ
ル信号系統 PFP:31918

点検要領 JCS0062X

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-254ページ )へ

NO ≫ 2へ
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2. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. P、R、N、Dレンジに動かして画面内の表示がセレクトレンジと

一致することを点検する。（Pレンジ位置では、Nレンジ SW ON

となる。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. P、R、N、Dレンジに動かして A/T C/Uのコネクター端子とアー

ス間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-261ページ ) を参照のこと。）

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

• ダイオード（ P、N位置：コンビネーションメーター内 ）

ATN2298D

電圧
B :電源電圧

0 :約 0V

レンジ
端子

36 35 34

P、N B 0 0

R 0 B 0

D 0 0 B

SCIA0837J
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3. マニュアルモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. セレクトレバーをメインゲートからマニュアルシフトゲート間
で操作させて画面内の Mモードスイッチ、NON Mモードスイッ

チの表示がそれに応じて ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• マニュアルモードスイッチ（「構成部品点検」(AT-

261ページ ) を参照のこと。）

• A/T C/U とシフト C/U 間のメインハーネスの断線、

ショート

• メインハーネスのマニュアルモード スイッチアース回路の断線、ショート

4. ストップランプスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. ストップランプスイッチを ON、OFFさせて画面内のブレーキス

イッチの表示がそれに応じて ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチとストップランプスイッチ間のメイ
ンハーネスの断線、ショート

• ストップランプスイッチ（「構成部品点検」(AT-261

ページ ) を参照のこと。）

• ストップランプスイッチと ABSアクチュエーター・C/U間のメインハーネスの断線、ショート

SCIA0839J

SCIA0839J
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5. アイドル信号及びフル信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. アクセルペダルを操作し、画面内のアイドルスイッチ及びフルス

イッチの表示が正しく ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ ECCS C/Uの自己診断を実施する。〔「故障診断」(EC-24ページ ) 参照〕

6. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT– Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

構成部品点検 JCS0062Y

インヒビタースイッチ

1. セレクトレバーを動かして、インヒビタースイッチコネクターの端
子間の導通を点検する。

2. NGならコントロールリンケージを切り離した状態で再度点検する。（ステップ 1を参照のこと）

3. リンケージを外して点検して OKなら、コントロールリンケージの調整を行う。（「A/Tポジションの調整」(AT-294

ページ ) を参照のこと。）

4. ケーブルを外しても NG なら、インヒビタースイッチを取り外し、インヒビタースイッチ端子間の導通を点検す

る。（ステップ 1を参照のこと）

アクセルペダル操作
モニタ項目

アイドル SW フル SW

放したとき ON OFF

一杯まで踏込んだとき OFF ON

SCIA0839J

レンジ位置 端子番号 導通

P 4～ 2、4～ 3
あり

＊該当レンジ以外は
導通なし

R 4～ 1

N 4～ 3、4～ 6

D 4～ 5

SCIA0527J
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5. インヒビタースイッチを外して点検して OKなら、インヒビタースイッチを取り付けて調整する。〔「インヒビター

スイッチ」(AT-298ページ ) を参照のこと。〕

6. インヒビタースイッチを外しても NGなら、インヒビタースイッチを交換する。

マニュアルモードスイッチ
• セレクトレバーを操作し、コントロールデバイスコネクターの端子
間の導通を点検する。

ストップランプスイッチ
• ストップランプスイッチコネクターの端子間の導通を点検する。

ポジション表示灯故障診断（マニュアルモード時） JCS0062Z

点検要領

1. 入力信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. エンジンを始動する。

2. モニタ項目選択で主要項目を選択する。

3. 車両走行状態でマニュアルモードにし、セレクトレバーを＋側及

び－側（1M ⇔4M ）に操作したとき、実際のギヤポジションと

メー ターのポジション表示が一致しているか確認する。

注意 : 実際のギヤポジションは、“ギヤ ”をモニタして確認する

こと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 下記項目を点検する。

4～ 10（メインゲート）

メインゲート位置 ：導通あり

メインゲート位置以外 ：導通なし

4～ 8（マニュアルシフトゲート）

マニュアルシフトゲート中立位置 ：導通あり

マニュアルシフトゲート中立位置以外 ：導通なし

4～ 9（シフトアップ）

シフトアップ時（＋側） ：導通あり

シフトアップ時以外（＋側以外） ：導通なし

3～ 4（シフトダウン）

シフトダウン時（－側） ：導通あり

シフトダウン時以外（－側以外） ：導通なし

SCIA0840J

1～ 2

ブレーキペダルを踏む ：導通あり

ブレーキペダルを踏まない ：導通なし

ATN2018D

SCIA0841J
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走行結果

結果 推定不具合箇所

実際のギヤポジションが変化しない又はマニュアルモー
ド自体に入らない。（マニュアルモード変速しない）

マニュアルモード SW経路
•「インヒビター、マニュアルモード、ストップランプス
イッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ )
を参照

A/T本体系統（フェイルセーフ作動状態）
•「CONSULT–Ⅱ」の「自己診断」(AT-225ページ ) 又は
「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」
(AT-229ページ ) を参照

実際のギアポジションは変化するが、ポジション表示灯
が表示されない。

自己診断を実施する。
•「CONSULT–Ⅱ」の「自己診断」(AT-225ページ ) 又は
「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」
(AT-229ページ ) を参照

実際のギアポジションとポジション表示灯の表示が異な
る。

自己診断を実施する。
•「CONSULT–Ⅱ」の「自己診断」(AT-225ページ ) 又は
「自己診断機能（CONSULT–Ⅱを使用しない場合）」
(AT-229ページ ) を参照

特定のギアポジションだけ、ポジション表示灯が表示さ
れない。

コンビネーションメーター点検
•「コンビネーションメーター」の「自己診断機能」(DI-

22ページ ) を参照
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A/Tモードスイッチ系統 PFP:25130

点検要領 JCS00630

1. CAN通信回路

自己診断を実施しする。

「CAN通信系」が表示されるか？

YES ≫「CAN通信系統」(AT-254ページ )へ

NO ≫ 2へ

2. A/Tモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. A/Tモードスイッチを操作し、画面内のパワースイッチ及びホー

ルド /スノースイッチの表示が正しく ON、OFFすることを点検

する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• A/Tモードスイッチ（「構成部品点検」(AT-265ページ ) を参照のこと。）

• キースイッチと A/Tモードスイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• A/Tモードスイッチとコンビネーションメーター間（POWER）、A/Tモードスイッチと ECCS C/U

間（SNOW）のメインハーネスの断線、ショート

3. A/Tモード表示灯

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. A/Tモードスイッチを操作したとき、それぞれ POWER表示灯及び SNOW表示灯が点灯することを確認する。

点灯するか？

YES ≫ 終了

NO ≫ 1. 下記の項目を点検する。

- A/Tモードスイッチを点検する。（「構成部品点検」(AT-265ページ ) を参照のこと。）

- キースイッチと A/Tモードスイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

- メインハーネスの A/Tモードスイッチアース回路の断線、ショート

2. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

3. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

A/Tモード SW
モニタ項目

パワー SW ホールド /スノー SW

POWER ON OFF

AUTO OFF OFF

SNOW OFF ON SCIA0529J
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構成部品点検 JCS00631

A/Tモードスイッチ

スイッチ部
• A/Tモードスイッチの端子間の導通を点検する。

表示灯
• 端子間にバッテリー電圧を加え、表示灯が点灯するか点検する。

注意 : • ショートさせないように注意すること。

• 極性を間違えると破損につながるので注意すること。

1～ 3

POWER時 ：導通あり

POWER以外 ：導通なし

1～ 4

SNOW時 ：導通あり

SNOW以外 ：導通なし

SCIA0465J

バッテリー電圧
表示灯

プラス側 マイナス側

3 2 POWER表示灯：点灯

4 2 SNOW表示灯：点灯

SCIA0838J
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現象別故障診断 PFP:00007

A/T電子制御システム警告灯が点灯しない JCS00632

現象
キースイッチを ONにしても A/T電子制御システム警告灯が約 2秒間点灯しない。

点検要領

1. A/T C/U電源

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. A/T C/Uの端子とアース間の電圧を点検する。

3. キースイッチを OFFにする。

4. A/T C/Uの端子とアース間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

• キースイッチとヒューズ

2. A/T C/Uアース回路

1. キースイッチを OFFにする。

2. A/T C/Uコネクターを外す。

3. 25、28番端子とアース間の導通を点検する。

4. OKのときはハーネスがアース又は電源へショートしていないか

点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ ハーネス又はコネクターのアースや電源へのショー

トを修理する。

3. A/T電子制御システム警告灯回路

1. キースイッチを OFFにする。

2. コンビネーションメーターを点検する。

-「コンビネーションメーター」(DI-4ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

電圧

10、19、28番端子～アース ：電源電圧

電圧

28番端子～アース ：電源電圧

10、19番端子～アース ：約 0Ｖ
SCIA0457J
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4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

P及び Nレンジでエンジンが始動しない JCS00633

現象
• P及び Nレンジでエンジンを始動できない。

• D、Rレンジでエンジンが始動する。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビター SW回路を点検する。

NO ≫ 2へ

2. インヒビタースイッチ
インヒビタースイッチコネクター端子間の断線、ショートを点検する。

•「インヒビタースイッチ」(AT-261ページ ) を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ インヒビタースイッチを交換する。

3. スターター
スターターシステムを点検する。別冊「配線図集」を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Pレンジに入れても車を押すと動いてしまう JCS00634

現象
Pレンジに入れてもパーキング機構が働かず、車を押すと動いてしまう。
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点検要領

1. パーキング機構
パーキング機構を点検する。

•「パーキングポール」(AT-399ページ )を参照すること。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Nレンジで車が動き出す JCS00635

現象
Nレンジで、車が前後方向へ動いてしまう。

点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。

NO ≫ 2へ

2. コントロールリンケージ
コントロールリンケージを点検する。

•「シフトコントロールシステム」(AT-293ページ )参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ コントロールリンケージを調整する。（「シフトコントロールシステム」(AT-293ページ ) 参照のこと。）

3. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

ATA0022D
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4. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ • A/Tを分解する。

• 下記項目を点検する。

- フォワードクラッチ ASSY

- オーバーランクラッチ ASSY

- リバースクラッチ ASSY

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ • A/T C/Uの入出力信号を点検する。

• NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Nから Rレンジへのシフトショックが大きい JCS00636

現象
Nから Rレンジへ入れたとき大きなショックがある。

点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

自己診断結果が油温センサー、ライン圧ソレノイドバルブ又はスロットルセンサーを表示するか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「油温センサー系統及び A/T コントロールユニット電源系統」(AT-245 ペー

ジ )  、「ライン圧ソレノイド系統」(AT-251ページ )  、「アクセルセンサー系統」(AT-235ページ )  を

参照のこと。）

NO ≫ 2へ

2. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

SAT171B
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3. ライン圧
Dレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-201ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュ
レーターバルブ、プレッシャーモディファイ
ヤーバルブ、パイロットバルブ、及びパイロットフィルター）を点検する。

- ライン圧ソレノイドバルブ

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

Rレンジで走行不能又は極度の加速不良 JCS00637

現象
Rレンジでクリープがない。又は極度の加速不良

点検要領

1. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

ATN0150D

ATA0022D
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2. ストールテスト
1及び Rレンジでストール回転数を点検する。

•「ストールテスト」(AT-200ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG－ 1 ≫ 1レンジで OK、Rレンジで NGの場合

1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュ
レーターバルブ、プレッシャーモディファイヤーバルブ、パイロットバルブ、パイロットフィル
ター）

- ライン圧ソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- リバースクラッチ ASSY

- ハイクラッチ ASSY

- フォワードクラッチ ASSY

- オーバーランクラッチ ASSY

NG－ 2 ≫ 1及び Rレンジで NGの場合、6へ

3. ライン圧
Rレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-201ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュ
レーターバルブ、プレッシャーモディファイ
ヤーバルブ、パイロットバルブ、及びパイロットフィルター）を点検する。

- ライン圧ソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記項目を点検する。

- オイルポンプ

ATN0187D

ATN0150D
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4. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 6へ

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

6. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュレーターバルブ、プレッシャーモディファイヤーバルブ、パイ
ロットバルブ、パイロットフィルター）

- ライン圧ソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- リバースクラッチ ASSY

- ハイクラッチ ASSY

- フォワードクラッチ ASSY

- ロー＆リバースブレーキ ASSY

- オーバーランクラッチ ASSY

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Dレンジで走行不能又は極度の加速不良 JCS00638

現象
Dレンジでクリープがない。

SAT171B
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点検要領

1. A/Tフルードレベル

A/Tフルードレベルを再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ A/Tフルードを補充する。

2. ストールテスト
Dレンジでストール回転数を点検する。

•「ストールテスト」(AT-200ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 6へ

3. ライン圧
Dレンジのアイドリングでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-201ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ ４へ

NG ≫ 1. コントロールバルブ ASSY を取り外す。（「取り外

し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記の項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュ
レーターバルブ、プレッシャーモディファイ
ヤーバルブ、パイロットバルブ、及びパイロットフィルター）

- ライン圧ソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- オイルポンプ

ATA0022D

ATN0187D

ATN0150D
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4. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 6へ

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

6. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- ライン圧の制御バルブ（プレッシャーレギュレーターバルブ、プレッシャーモディファイヤーバルブ、パイ
ロットバルブ、パイロットフィルター）

- ライン圧ソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- リバースクラッチ ASSY

- ハイクラッチ ASSY

- フォワードクラッチ ASSY

- フォワードワンウエイクラッチ

- ローワンウエイクラッチ

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

1速から発進しない JCS00639

現象
走行テストのパート 1で 1M から発進できない。

SAT171B
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点検要領

1. 現象確認

Rレンジでクリープがあるか？

OK ≫ 2へ

NG ≫「Rレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-270ページ )へ

2. 自己診断結果
自己診断を実施する。

走行テスト後、自己診断結果が車速センサー 1（出力軸回転センサー）、シフトソレノイド A、B 又は車速センサー

2を表示するか？

YES ≫ 不具合系統を点検する。（「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-231ページ )  、「シフト

ソレノイド A 系統」(AT-237 ページ )  、「シフトソレノイド B 系統」(AT-239 ページ )  、「車速セン

サー 2系統」(AT-233ページ ) を参照のこと。）

NO ≫ 3へ

3. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

4. ライン圧
Dレンジのストールポイントでライン圧を点検する。

•「ライン圧テスト」(AT-201ページ )を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 5へ

NG ≫ 8へ

ATN0150D
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5. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 8へ

6. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ A

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ A

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ 7へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

7. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

SAT171B
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8. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ A

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ A

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- リバースクラッチ ASSY

- フォワードクラッチ ASSY

- ロー＆リバースブレーキ ASSY

- トルクコンバーター

- オイルポンプ ASSY

点検結果は OKか？

OK ≫ 7へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

D レンジで１速から 2速へシフトアップしない、又は 4速から 2速へキックダウンし
ない JCS0063A

現象
Dレンジで、きめられた車速で 1速から 2速へシフトアップしない、又はアクセルペダルを一杯に踏込んでも４速か

ら 2速へキックダウンしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジ、マニュアルモードでクリープがあり、走行テストで D 1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-272ページ )又は「1速から発進しない」(AT-274ペー

ジ )  へ

2. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。
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点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ SW回路を点検する。

NO ≫ 3へ

3. 車速センサー 1（出力軸回転センサー）及び車速センサー 2回路

車速センサー 1（出力軸回転センサー）及び車速センサー 2回路を点検する。

•「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-231ページ )及び「車速センサー 2系統」(AT-233ページ ) を

参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 車速センサー 1（出力軸回転センサー）又は車速センサー 2を修理又は交換する。

4. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 5へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

5. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 8へ

6. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ A

- シフトソレノイドバルブ A

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ 7へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

SAT171B
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7. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

8. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ A

- シフトソレノイドバルブ A

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- サーボピストン ASSY

- ブレーキバンド

点検結果は OKか？

OK ≫ 7へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Dレンジで 2速から 3速へシフトアップしない JCS0063B

現象
決められた車速で D1 から D2  へシフトアップしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジ、マニュアルモードでクリープがあり、走行テストで D1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-272ページ )又は「1速から発進しない」(AT-274ペー

ジ )  へ

2. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”の診断でインヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断の結果、インヒビタースイッチ回路不具合が表示されることを確認する。
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点検結果は OKか？

YES ≫ インヒビタースイッチ回路を点検する。

NO ≫ 3へ

3. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

4. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 7へ

5. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

6. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

SAT171B
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7. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- サーボピストン ASSY

- ブレーキバンド

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Dレンジで 3速から 4速へシフトアップしない JCS0063C

現象
• 決められた車速で D3 から D4  へシフトアップしない。

• A/Tを暖機しないと D3   から D4 へシフトアップしない。

点検要領

1. 現象確認

Dレンジ、マニュアルモードでクリープがあり、走行テストで D1  から発進できるか？

YES ≫ 2へ

NO ≫「Dレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-272ページ )又は「1速から発進しない」(AT-274ペー

ジ )  へ

2. 自己診断結果

CONSULTを使用する場合

走行テスト後、自己診断結果が下記の不具合項目を表示することを確認する。

• インヒビタースイッチ

• O/D OFFスイッチ

• 油温センサー

• 車速センサー 1（出力軸回転センサー）

• シフトソレノイド A又は B

• 車速センサー 2

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 不具合系統を点検する。（「インヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、

フル信号系統」(AT-258ページ )  、「油温センサー系統及び A/Tコントロールユニット電源系統」(AT-

245ページ )  、「車速センサー 1（出力軸回転センサー）系統」(AT-231ページ )  、「シフトソレノイ
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ド A系統」(AT-237ページ )  、「シフトソレノイド B系統」(AT-239ページ )  、「車速センサー 2系統」

(AT-233ページ ) を参照のこと。）

3. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 4へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

4. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 7へ

5. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ OKへ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

6. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

SAT171B
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7. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- シフトバルブ B

- シフトソレノイドバルブ B

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- サーボピストン ASSY

- ブレーキバンド

点検結果は OKか？

OK ≫ 6へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

ロックアップしない JCS0063D

現象
決められた車速で A/Tがロックアップしない。

点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

走行テスト後、自己診断結果がロックアップソレノイドバルブ回路の不具合を表示するか？

YES ≫ ロックアップソレノイドバルブ回路を点検する。（「ロックアップソレノイド系統」(AT-243ページ ) を

参照のこと。）

NO ≫ 2へ

2. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。
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3. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。「コントロールバルブ及びアキュムレーター」「取り外し」(AT-296ペー

ジ )  を参照すること

2. 下記項目を点検する。

- ロックアップコントロールバルブ

- トルクコンバーターリリーフバルブ

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

ロックアップ状態を維持できない JCS0063E

現象
ロックアップ状態を 30秒以上維持できない。

点検要領

1. 自己診断結果

自己診断結果がエンジン回転信号回路の不具合を表示するか？

YES ≫ エンジン回転信号回路を点検する。（「エンジン回転信号系統」(AT-249ページ )  を参照のこと。）

NO ≫ 2へ

2. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 5へ

SAT171B
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3. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- ロックアップコントロールバルブ

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

4. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

5. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- ロックアップコントロールバルブ

- パイロットバルブ

- パイロットフィルター

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- トルクコンバーター

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

減速時エンジン回転がアイドル回転数まで戻らない JCS0063F

現象
シフトダウンしたときエンジン回転がアイドル回転までスムーズに戻らない。

点検要領

1. 自己診断結果
自己診断を実施する。

自己診断結果がオーバーランクラッチソレノイドバルブ回路の不具合を表示するか？

YES ≫ オーバーランクラッチソレノイドバルブ回路を点検する。（「オーバーランクラッチソレノイド系統」

(AT-241ページ ) を参照のこと。）

NO ≫ 2へ
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2. スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）
スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を点検する。

•「ECエンジンコントロール」 を参照のこと。

点検結果は OKか ?

OK ≫ 3へ

NG ≫ スロットルセンサー（又はアクセルセンサー）を修理又は交換する。

3. A/Tフルードの状態

1. オイルパンを取り外す。

2. A/Tフルードの状態を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 6へ

4. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- オーバーランクラッチコントロールバルブ

- オーバーランクラッチレデューシングバルブ

- オーバーランクラッチソレノイドバルブ

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

5. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

SAT171B
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6. 不具合項目の検出
1. コントロールバルブ ASSYを取り外す。（「取り外し、取り付け」(AT-296ページ ) を参照のこと。）

2. 下記項目を点検する。

- オーバーランクラッチコントロールバルブ

- オーバーランクラッチレデューシングバルブ

- オーバーランクラッチソレノイドバルブ

3. A/Tを分解する。

4. 下記の項目を点検する。

- オーバーランクラッチ ASSY

- ロー＆リバースブレーキ ASSY

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ 不具合部品を修理又は交換する。

Dレンジ→ 3M 時に 4速→ 3速に変速しない JCS0063G

現象
4速から 3速へシフトダウンしない。

点検要領

1. マニュアルモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”でマニュアルモードスイッチ回路の不具合が表示されることを確認する。（「イ

ンヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照の

こと。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果がマニュアルモードスイッチ回路の不具合を表示することを確認する。

点検結果は OKか？

YES ≫ マニュアルモードスイッチ回路を点検する。（「インヒビター、マニュアルモード、ストップランプス

イッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照のこと。）

NO ≫ •「Dレンジで 2速から 3速へシフトアップしない」(AT-279ページ )へ

• CAN通信異常が検出された場合は「CAN通信系統」(AT-254ページ ) へ

3速→ 2速に変速しない JCS0063H

現象
3速から 2速へシフトダウンしない。
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点検要領

1. マニュアルモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”でマニュアルモードスイッチ回路の不具合が表示されることを確認する。（「イ

ンヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照の

こと。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果がマニュアルモードスイッチ回路不具合を表示することを確認する。（A/T電子制御システム警告灯が

点滅しない）

点検結果は OKか？

YES ≫ マニュアルモードスイッチ回路を点検する。（「インヒビター、マニュアルモード、ストップランプス

イッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照のこと。）

NO ≫ •「D レンジで１速から 2 速へシフトアップしない、又は 4 速から 2 速へキックダウンしない」(AT-

277ページ )へ

• CAN通信異常が検出された場合は「CAN通信系統」(AT-254ページ ) へ

2速→ 1速に変速しない JCS0063I

現象
2速から 1速へシフトダウンしない。

点検要領

1. マニュアルモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

“モニタ項目選択”の“C/U入力項目”でマニュアルモードスイッチ回路の不具合が表示されることを確認する。（「イ

ンヒビター、マニュアルモード、ストップランプスイッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照の

こと。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

自己診断結果がインヒビタースイッチ回路の不具合を表示することを確認する。（A/T電子制御システム警告灯が点

滅しない）

点検結果は OKか？

YES ≫ マニュアルモードスイッチ回路を点検する。（「インヒビター、マニュアルモード、ストップランプス

イッチ及びアイドル、フル信号系統」(AT-258ページ ) を参照のこと。）

NO ≫ • 2へ

• CAN通信異常が検出された場合は「CAN通信系統」(AT-254ページ ) へ
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2. 修理後の確認
現象が発生するか再点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 点検終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

3. 自己診断を実施する。

１レンジでエンジンブレーキがかからない JCS0063J

現象
1M へ変速したときエンジンブレーキがかからない。

点検要領

1. 修理後の確認

Rレンジでクリープはあるか？

YES ≫「減速時エンジン回転がアイドル回転数まで戻らない」(AT-285ページ )へ

NG ≫「Rレンジで走行不能又は極度の加速不良」(AT-270ページ )へ

自己診断が出来ない JCS0063K

現象
A/T電子制御システム警告灯回路は正常なのに自己診断の手順を実行しても表示灯が点滅しない。
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点検要領

1. インヒビタースイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. P、R、N、Dレンジに動かして画面内の表示がセレクトレンジと

一致することを点検する。（Pレンジ位置では、Nレンジ SW ON

となる。）

CONSULT–Ⅱを使用しない場合

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. P、R、N、Dレンジに動かして A/T C/Uのコネクター端子とアー

ス間の電圧を点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 2へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• インヒビタースイッチ（「構成部品点検」(AT-261ページ ) を参照のこと。）

• キースイッチとインヒビタースイッチ間のメインハーネスの断線、ショート

• インヒビタースイッチと A/T C/U間のメインハーネスの断線、ショート

• ダイオード（ P、N位置：コンビネーションメーター内 ）

ATN2298D

電圧
B :電源電圧

0 :約 0V

レンジ
端子

36 35 34

P、N B 0 0

R 0 B 0

D 0 0 B

SCIA0837J
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2. マニュアルモードスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. セレクトレバーをメインゲートからマニュアルシフトゲート間
で操作させて画面内の Mモードスイッチ、NON Mモードスイッ

チの表示がそれに応じて ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 3へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• マニュアルモードスイッチ（「構成部品点検」(AT-

261ページ ) を参照のこと。）

• A/T C/U とシフト C/U 間のメインハーネスの断線、

ショート

• メインハーネスのマニュアルモード スイッチアース回路の断線、ショート

3. ストップランプスイッチ回路

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. ストップランプスイッチを ON、OFFさせて画面内のブレーキス

イッチの表示がそれに応じて ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 4へ

NG ≫ 下記の項目を点検する。

• キースイッチとストップランプスイッチ間のメイ
ンハーネスの断線、ショート

• ストップランプスイッチ（「構成部品点検」(AT-261

ページ ) を参照のこと。）

• ストップランプスイッチと ABSアクチュエーター・C/U間のメインハーネスの断線、ショート

• CAN通信系統へ〔「CANシステム（VQ25DD車）」(LAN-16ページ ) 参照〕

SCIA0839J

SCIA0839J
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4. アイドル信号及びフル信号

CONSULT–Ⅱを使用する場合のみ

1. キースイッチを ONにする。（エンジンを始動しない）

2. モニタ項目選択で C/U入力項目を選択する。

3. アクセルペダルを操作し、画面内のアイドルスイッチ及びフルス

イッチの表示が正しく ON、OFFすることを点検する。

点検結果は OKか？

OK ≫ 5へ

NG ≫ CAN通信系統へ〔「CANシステム（VQ25DD車）」(LAN-16ページ ) 参照〕

5. 修理後の確認
しばらく走行後、再度自己診断を実施し不具合がないことを確認する。

•「CONSULT–Ⅱの機能」(AT-224 ページ )、「自己診断機能（CONSULT– Ⅱを使用しない場合）」(AT-229 ページ )

を参照のこと。

点検結果は OKか？

OK ≫ 終了

NG ≫ 1. A/T C/Uの入出力信号を点検する。

2. NGなら各コネクターのピン端子及び接続に不良がないか再点検する。

アクセルペダル操作
モニタ項目

アイドル SW フル SW

放したとき ON OFF

一杯まで踏込んだとき OFF ON

SCIA0839J
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シフトコントロールシステム PFP:34901

コントロールデバイスの取り外し、取り付け JCS0063L

取り外し

1. コントロールデバイスのロアレバー部とコントロールリンケージを分離する。

1. セレクトレバーノブ 2. ノブカバー 3. ロックピン

4. コントロールデバイス ASSY 5. コントロールデバイスコネクター 6. リレー

7. シフトロックソレノイド・パーク SW
ASSY

8. スナップピン 9. コニカルワッシャー

10. プレーンワッシャー 11. ピボットピン 12. コントロールリンケージ

13. ダストカバー 14. ダストカバープレート

SCIA0852J
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2. セレクトレバー下部のノブカバーを下側に取り外す。

3. セレクトレバーノブよりロックピンを抜き取る。

4. セレクトレバーノブを取り外す。

5. コンソールフィニッシャーを取り外す。

6. センターコンソールを取り外す。

7. コントロールデバイスよりキーインターロックケーブルを取り外
す。

•「キーインターロックケーブル」(AT-305ページ )を参照のこと。

8. コントロールデバイスコネクターを外す。

9. コントロールデバイスを取り外す。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• 取り付け終了後は、A/Tポジションの調整と点検を行う。

A/Tポジションの調整 JCS0063M

1. ピボットピンのナットを緩める。

2. インヒビタースイッチ及び室内のセレクトレバーをP位置にする。

3. ロアレバーを車両後方（Pレンジ方向）へ押した状態でナットを規

定トルクで締め付ける。。

A/Tポジションの点検 JCS0063N

1. セレクトレバー Pレンジでキースイッチ ON位置（エンジン停止状態）にする。

2. ブレーキペダルを踏んだとき、Pレンジ以外にセレクトできること。また、踏まないと Pレンジから他のレンジへ

セレクトできないこと。

3. セレクトレバーを作動させ「異常な重さ」「ひっかかり」「異音」「ガタ」等がないこと。

4. セレクトレバーを作動させたとき「コチッ」、「コチッ」と手応えがあり、固定される位置がセレクトレバーの正し
い位置でポジション表示とトランスミッション本体のシフト位置に「ずれ」がないこと。

5. 各ポジションへの操作方法が図のようになること。

6. P,R,Nレンジでセレクトレバーに前後の力を加えずにセレクトボタ

ンを押したとき、ボタン操作に「ひっかかり」がないこと。

7. Rレンジでリバースランプが点灯しブザーがなり、その他のレンジ

ではブザーがならないこと。特に、P及び Nレンジで Rレンジ側

にセレクトレバーを押し付けた状態でブザーがならないこと。

8. P 及び N レンジでエンジンの始動ができ、その他のレンジではエ

ンジンの始動ができないこと。

9. Pレンジでトランスミッションが完全にロックすること。

SCIA0825J

締付トルク ：23.0～ 29.4N·m｛2.4～ 2.9kg·m｝

ATA1286D

SCIA0826J
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10.セレクトレバーをマニュアルシフトゲートに移動させたとき、コンビネーションメーターにマニュアルモード表示
されること。

さらに、セレクトレバーを＋側及び－側に操作したとき設定シフトポジションが変わること。（ただし、走行時のみ）
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コントロールバルブ及びアキュムレーター PFP:31675

取り外し、取り付け JCS0063O

取り外し

1. A/Tフルードを抜き取る。

2. オイルパン及びガスケットを取り外す。

3. 配線コネクター（2個所）を外す。

4. シフトソレノイド A圧検出スイッチよりハーネスを抜く。

5. ハーネス止めクリップからハーネスを取り外す。

• 図の4箇所のハーネス止めクリップをマイナスドライバー等で起

こし、ハーネスを自由にしておく。

6. 油温センサー取付ボルトを外し、油温センサーを取り外す。

7. コントロールバルブ ASSYを取り外す。

• 図及び下表に示すボルトを外し、トランスミッションケースから
コントロールバルブ ASSYを取り外す。

8. 整備上、必要がある場合はバルブボディーよりソレノイド及びバル
ブを取り外す。

ATA0001D

ATD1014D

ATD1032D

ボルト記号 A B C D E F

首下長さ（mm） 33 42 45 27 48 31

本数 5 2 6 1 5 1

ATD1033D



コントロールバルブ及びアキュムレーター

AT - 297

[RE4R01B]

D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

9. 矢印部の穴にエアーを吹き込んでアキュームレーターA，B，C，D

を取り外す。

注意 : ウエス等でそれぞれのピストンをくるんでおくこと。

取り外し後の点検
• アキュームレーター、ピストン及びトランスミッションケースのしゅう動面に損傷、打痕がないことを点検する。

取り付け
下記の作業に注意し取り外しの逆の手順で行う。

注意 : • アキュームレーターピストンの Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

• オイルパン取付ボルトは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

• ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

• コントロールバルブ取付ボルトは、下記規定トルクで締め付けること。

• オイルパン取付ボルトは、下記規定トルクで締め付けること。

• 取り付け後は、A/Tフルードの量点検を行うこと。（「量点検」(AT-173ページ ) を参照のこと。）

ATA0004D

締付トルク ：6.9 ～ 8.8 N·m ｛0.7 ～ 0.9 kg·m｝

締付トルク ：6.9 ～ 8.8 N·m ｛0.7 ～ 0.9 kg·m｝



インヒビタースイッチ
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インヒビタースイッチ PFP:31918

取り外し、取り付け JCS0063P

取り外し

1. インヒビタースイッチよりレンジレバー及びコントロールリンケージを取り外す。

2. トランスミッション本体のマニュアルシャフトを Nレンジにする。

3. インヒビタースイッチ取付ボルトを外し、インヒビタースイッチを
取り外す。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• インヒビタースイッチとマニュアルシャフトの両方にある調整穴に
ピンを入れ、Nレンジで位置合わせをする。

• インヒビタースイッチ取り付けの際は、取付ボルトを下記規定トル
クで締め付けること。

• 取り付け終了後は、A/T ポジションの調整と点検〔「シフトコント

ロールシステム」(AT-293ページ ) を参照〕、インヒビタースイッチ

の導通点検〔「インヒビタースイッチ」(AT-261ページ ) を参照〕を

行う。

ATA0015D

締付トルク ：2.5 ～ 4.0N·m｛0.26 ～ 0.4kg·m｝

ATA0016D
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車速センサー 1（出力軸回転センサー） PFP:32702

取り外し、取り付け JCS0063Q

取り外し
• コネクターを外し、車速センサー 1（出力軸回転センサー）の取付

ボルトを取り外す。

取り付け
• 下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

ATA1640D

締付トルク ：4.9～ 6.9N·m｛0.5～ 0.7kg·m｝



タービンセンサー
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タービンセンサー PFP:31935

取り外し、取り付け JCS0063R

取り外し

1. トランスミションを車両より取り外す。

•「車両からの脱着」(AT-308ページ )を参照のこと。

2. タービンセンサー取付ボルトを外し、タービンセンサーを取り外す。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• タービンセンサーをトランスミッションに取り付け、取付ボルトを
規定トルクで締め付ける。

注意 : • 分解時のタービンセンサーの取り付けは、オイルポンプ

ASSY とコンバーターハウジングを締め付ける前に行うこ

と。

• Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

締付トルク ：4.9～ 6.9N·m｛0.5～ 0.7kg·m｝

ATF0004D
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パーキングポール PFP:31991

取り外し、取り付け JCS0063S

取り外し

1. プロペラシャフトを取り外す。

2. トランスミッションよりコントロールリンケージを取り外す。

3. トランスミッションにミッションジャッキをセットする。

4. 車速センサー 1（出力軸回転センサー）のコネクターを取り外す。

5. トランスミッションケースより、リヤエクステンションを取り外
す。

6. パーキングポール部品を取り外す。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• 取り付けの際、リヤオイルシールに傷をつけないこと。

• ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

• 取り付け終了後は、A/T ポジションの調整と点検〔「シフトコントロールシステム」(AT-293 ページ ) を参照〕を行

うこと。

• 作業終了後、フルード量の点検 〔「量点検」(AT-173ページ ) を参照〕 を行うこと。

ATA0011D



リヤオイルシール
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リヤオイルシール PFP:33140

取り外し、取り付け JCS0063T

取り外し

1. プロペラシャフトを取り外す。

2. プーラー（特殊工具）を用いて、オイルシールを取り外す。

取り付け

1. ケース穴のオイルシール圧入部にニッサンマチックフルード D を

塗布後、ドリフト（特殊工具）を用いて、ケース端面と面一となる
ようにオイルシールを打ち込む。

注意 : • オイルシールは再使用不可部品のため、再使用しないこ

と。

• オイルシールは傾かないように取り付けること。

2. プロペラシャフトを取り付ける。

3. 作業終了後はフルード量の点検〔「量点検」(AT-173 ページ ) を参

照〕を行う。

ATA0006D

ATA0253D
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シフトロックシステム PFP:34950

構成部品取付位置 JCS0063U

シフトロック回路図 JCS0063V

構成部品点検 JCS0063W

シフトロックソレノイド
• シフトロックソレノイドに直接バッテリー電圧を加え、作動を点検
する。

注意 : • ショートさせないように注意すること。

• 極性を間違えると破損につながるので注意すること。

パークスイッチ

1. リレーを外す。

2. リレー 1番端子～接続コネクター 1番端子間の導通を点検する。

SCIA0853J

AT-0600D

バッテリー電圧
シフトロックソレノイド

プラス側 マイナス側

3番端子 1番端子 作動する

SCIA0854J

セレクトレバーPレンジ以外の位置又はセレクト
ボタンを押した状態でセレクトレバーを Rから P
レンジにセレクトした状態 ：導通あり

上記以外 ：導通なし

SCIA0855J



シフトロックシステム
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リレー
• リレーの端子間の導通を点検する。

注意 : ショートさせないように注意すること。

ストップランプスイッチ
• ストップランプスイッチコネクターの端子間の導通を点検する。

リバースブザー回路図 JCS0063X

1～ 2番端子にバッテリー電圧（12V） 端子番号 導通

加えたとき
3～ 5

あり

加えないとき なし

SCIA0856J

1～ 2

ブレーキペダルを踏む ：導通あり

ブレーキペダルを踏まない ：導通なし

ATN2018D

AT-0604D
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キーインターロックケーブル PFP:34908

取り外し、取り付け JCS0063Y

取り外し

1. ステアリングコラムカバー、インストロアドライバーパネル、コンソールフィニッシャー、センターコンソール、
インストサイドパネル（右）を取り外す。

2. キーインターロックケーブルのスライダーの爪を押しながらケー
シングキャップ方向へスライドさせて、キーインターロックロッド
とアジャストホルダーを外す。

3. ケーシングキャップをコントロールデバイスのブラケットより取
り外す。

4. キーシリンダーよりホルダーを取り外す。

5. キーインターロックケーブル固定用クリップを外し、キーインター
ロックケーブルを取り外す。

取り付け

1. キースイッチを ACC又は ONの位置にし、キーシリンダーにキーインターロックケーブルのホルダーを確実に取

り付ける。

2. キーインターロックケーブル固定用クリップでキーインターロックケーブルを固定する。

3. キースイッチを Lockの位置にする。

ATA1106D

SCIA0859J



キーインターロックケーブル
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4. セレクトレバーを P レンジにし、コントロールデバイスのキーイ

ンターロックロッドにキーインターロックケーブルのアジャスト
ホルダーを仮付けする。

5. キーインターロックケーブルのケーシングキャップをコントロー
ルデバイスのブラケットに取り付ける。

注意 : • キーインターロックケーブルを取り付ける際は、無理な

曲げ及びネジリ等を与えないように行うこと。

• キーインターロックケーブルをコントロールデバイスに
取り付け後、必ずケーシングキャップがブラケットに確
実に固定されているか確認し、ケーシングキャップが外
れやすくなっている場合（離脱荷重 39.2N｛4kg｝未満）はキーインターロックケーブルを交換すること。

6. キーインターロックケーブルのスライダーを持ち、他の部分に触れないように、キーインターロックロッド側にス
ライドさせて、アジャストホルダーとキーインターロックロッドを確実に取り付ける。

注意 : • キーインターロックケーブルのスライダーを持つ場合は、スライダーの爪を押さないこと。

• スライダーをスライドさせる際は、キーインターロックロッドの直角方向に力を加えないこと。

7. ステアリングコラムカバー、インストロアドライバーパネル、センターコンソール、 コンソールフィニッシャー、

インストサイドパネル（右）を取り外す。

ATA1109D



エアブリーザーホース
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エアブリーザーホース PFP:31098

取り外し、取り付け JCS0063Z

エアブリーザーホースの脱着要領については、図を参照のこと。 

注意 : • エアブリーザーホース取り付け時、折れ、曲がり等によるつぶれ、つまりがないようにすること。

• ホース挿入代はチューブ曲げ R止まりまで確実に挿入のこと。

SCIA0827J



トランスミッション ASSY
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トランスミッション ASSY PFP:31020

車両からの脱着 JCS00640

取り外し
注意 : エンジンからトランスミッションを取り外す前に POSセンサーを取り外しておくこと。また、POSセンサー

を損傷させないように注意すること。

1. エンジンカバー、バッテリーを取り外す。

2. エキゾーストチューブを取り外す。

3. プロペラシャフトを取り外す。

4. セレクトレバーよりコントロールロッドを取り外す。

5. トランスミッション用のコネクター及びハーネスを取り外す。

6. POSセンサーを取り外す。

注意 : • 落下等の衝撃を与えないよう取り扱うこと。

• 分解しないこと。

• センサー先端磁気部に金属粉等を付着させないこと。

• 磁気の影響を受ける場所に置かないこと。

7. トランスミッション及びエンジンよりオイルクーラーチューブを
取り外す。

8. エアブリーザーホースを取り外す。

9. オイルチャージングパイプを取り外す。

1． トランスミッション ASSY 2． インシュレーター 3． エンジンリヤメンバー

4． Oリング 5． オイルチャージングパイプ 6． オイルクーラーチューブ

7． 銅ワッシャー 8． ブラケット

SCIA1152J

SCIA0861J



トランスミッション ASSY
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10.スターターモーターを取り外す。

11.コンバーターハウジング部のダストカバーを取り外す。

12.クランクシャフトを回転させ、ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルト（4本）を取り外す。

注意 : クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から見て右回転させること。

13.トランスミッションにミッションジャッキをセットする。

注意 : ミッションジャッキをセットするときにドレーンプラグに当たらないように注意すること。

14.エンジンリヤメンバーを取り外す。

•「車両からの脱着」(EM-113ページ )を参照のこと。

15.エンジンとトランスミッションの取付ボルトを取り外す。

16.トランスミッションを車両より取り外す。

点検

トルクコンバーター取付点検
• トルクコンバーターをトランスミッションに挿入した後は、必ず A

寸法が基準値にあることを点検する。

取り付け
下記の作業に注意し、取り外しの逆の手順で行う。

• トランスミッションをエンジンに取り付けるときは、取付ボルトを
下記の基準で取り付ける。

ATA0025D

A寸法 ：26.0mm以上

ATA0027D

ボルト№ 1 2 3

本数 1 5 2

首下長さ
（mm）

55 65 35

締付トルク
（N·m｛kg·m｝）

70～ 80
｛7.2～ 8.1｝

41.2～ 52.0
｛4.2～ 5.3｝

SCIA0903J



トランスミッション ASSY
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• ドライブプレートとトルクコンバーターの締結ボルトの位置を合わ
せ、仮締めした後、規定トルクで締め付ける。

注意 : • クランクシャフトを回転させるときは、エンジン正面から

見て右回転させること。

• クランクプーリーボルトを固定し、トルクコンバーターの
締結ボルトを締め付けた場合は、クランクプーリー取付ボ
ルトの締付トルクを確認すること。

• POSセンサーを取り付けるときは Oリングを組み付け後、センサー

を取り付ける。

• 取り付け後は、油漏れ及び油量、A/Tポジションを点検する。

締付トルク ：44～ 58N·m｛4.4～ 6.0kg·m｝

ATA1292D
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構成図 JCS00641

ATD1029D



トランスミッション ASSY
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油圧回路穴 JCS00642

SCIA1138J



トランスミッション ASSY
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ワッシャー類取付位置 JCS00643

ATD1035D
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分解、組み立て JCS00644

分解

1. A/Tフルードをトランスミションより抜き取る。

2. 車速センサー 1（出力軸回転センサー）をトランスミションケースより取り外す。

3. トルクコンバーターをトランスミッションより取り外す。

4. インヒビタースイッチをトランスミッションより取り外す。

5. オイルパン及びガスケットをトランスミッションより取り外す。

注意 : オイルパンに溜まっている異物が移動しないようにオイル

パンを下側にして取り外す。

6. オイルパン内部の異物を点検する。

• 摩耗材が多量にある場合は、クラッチプレート及びブレーキバン
ドの摩耗が考えられる。

• 鉄紛がある場合は、ベアリング、ギヤ及びクラッチプレートの摩
耗が考えられる。

• アルミ粉がある場合は、ブッシュの摩耗及びアルミ鋳物部品の切
粉やバリの混入が考えられる。

• いずれの場合も摩耗発生個所を点検すると同時に、トルクコン
バーターの内部を洗浄する。

PCIA0100J

SAT299I

ATA0001D

SAT171B



トランスミッション ASSY
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7. 配線コネクター（2個所）取りを外す。

8. シフトソレノイド A圧検出スイッチよりハーネスを抜く。

9. ハーネス止めクリップからハーネスを取り外す。

• 図の4箇所のハーネス止めクリップをマイナスドライバー等で起

こし、ハーネスを自由にしておく。

10.油温センサー取付ボルトを外し、油温センサーを取り外す。

11.コントロールバルブ ASSYからオイルストレーナーを取り外す。

• オイルストレーナーの金網部に損傷がないか点検する

12.コントロールバルブASSYの取付ボルトを外し、トランスミッショ

ンケースよりコントロールバルブ ASSYを取り外す。

13.コントロールバルブ ASSYからマニュアルバルブを取り外す。

ATD1014D

ATD1032D

ボルト記号 A B C D E F

首下長さ（mm） 33 42 45 27 48 31

本数 5 2 6 1 5 1

ATD1033D

ATD1017D
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14.ターミナルASSYのストッパーを内側へ縮めて、トランスミッショ

ンから取り外す。

注意 : • コードを傷つけないこと。

• ターミナル ASSY 本体に不具合のない場合は、ターミナ

ル ASSYを取り外さない。

15.タービンセンサーを取り外す。

注意 : オイルポンプ ASSY取り外し前に取り外すこと。

16.コンバーターハウジングをトランスミッションケースから取り外
す。

17.インプットシャフトから Oリングを取り外す。

18.オイルポンプハウジング部にオイルポンププーラー（特殊工具）を
取り付け、オイルポンプ ASSY を均等に引き出してトランスミッ

ションケースから取り外す。

PCIA0112J

SCIA0902J

SAT999A

PCIA0115J

PCIA0116J
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19.オイルポンプ ASSY部から Oリングを取り外す。

20.オイルポンプ ASSY のハウジング面についた液状ガスケットをき

れいに取り除く。

注意 : ガスケットを取り除く場合は、ハウジング面に傷をつけな

いこと。

21.ニードルベアリング及びスラストワッシャーをオイルポンプ
ASSYから取り外す。

22.トランスミッションケースからインプットシャフト及びオイルポ
ンプガスケットを取り外す。

23.バンドサーボアンカーエンドピンのロックナットを緩め、トランス
ミッションケースからアンカーエンドピンを取り外す。

注意 : • トランスミッションケース側ネジ部に付着しているネジ

ロック剤を取り除くこと。

PCIA0117J

PCIA0118J

PCIA0120J

PCIA0121J
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24.トランスミッションケースからブレーキバンドを取り外す。

25.ブレーキバンドは図の形状の治具を針金などで作成し、ブレーキバ
ンドが丸型になるように固定しておく。

• フェーシングの焼け、損傷及び亀裂がないことを点検しておく。

26.フロント側クラッチパック（リバースクラッチ、ハイクラッチ）及びギヤコンポーネントをトランスミッション
ケースから取り外す。

a. クラッチパック（リバースクラッチ、ハイクラッチ）をトラン
スミッションケースから取り外す。

b. フロント側及びリヤ側ベアリングレースをクラッチパックか
ら取り外す。

PCIA0122J

PCIA0123J

SAT030B

SCIA0540J
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c. フロントプラネットキャリヤをトランスミッションケースか
ら取り外す。

d. フロントプラネットキャリヤからフロントニードルベアリン
グを取り外す。

e. フロントプラネットキャリヤからリヤ側のレース一体型ベア
リングを取り外す。

f. リヤサンギヤをトランスミッションケースから取り外す。

27.リヤエクステンション及びガスケットをトランスミッションより
取り外す。

28.リヤエクステンションよりオイルシールを取り外す。

SAT031B

SAT968A

SCIA0544J

SCIA1120J

SAT190B
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29.アウトプットシャフト及びパーキングギヤを取り外す。

a. アウトプットシャフトからスナップリングを取り外す。

b. アウトプットシャフトをフロント側へ静かに押しつけ、スナッ
プリングをアウトプットシャフトより取り外す。

注意 : アウトプットシャフトをフロント側へ強く押しつける

とトランスミッションケース内のブッシュが損傷する
場合があるので注意すること。

c. トランスミッションケースからアウトプットシャフト及び
パーキングギヤを取り外す。

d. アウトプットシャフトからパーキングギヤを取り外す。

e. トランスミッションケースからニードルベアリングを取り外
す。

30.リヤ側クラッチ及びギヤコンポーネントをトランスミッションケースから取り外す。

PCIA0133J

PCIA0134J

SAT109B

PCIA0136J
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a. フロントインターナルギヤ&リヤプラネタリーキャリアASSY

をトランスミッションケースから取り外す。

b. ベアリングレースをフロントインターナルギヤ&リヤプラネタ

リーキャリア ASSYから取り外す。

c. ニードルベアリングをリヤインターナルギヤから取り外す。

d. リヤインターナルギヤ、フォワードクラッチハブ及びオーバー
ランクラッチハブを共にトランスミッションケースから取り
外す。

e. オーバーランクラッチハブからニードルベアリングを取り外
す。

f. リヤインターナルギヤ及びフォワードクラッチハブからオー
バーランクラッチハブを取り外す。

SAT954A

SCIA0546J

SAT111B

SAT951A

SAT148G
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g. オーバーランクラッチハブからスラストワッシャーを取り外
す。

h. フォワードクラッチ ASSY をトランスミッションから取り外

す。

31.バンドサーボ及びアキュームレーター部品を取り外す。

a. バンドサーボリテーナーをトランスミッションケースから取
り外す。

b. 図位置の油穴にエアを吹き込み、トランスミッションケースか
らバンドサーボピストンを取り外す。

注意 : エアを急激に吹き込むと、バンドサーボピストン及びフ

ルードが飛び出すため、ペーパーウエス等で保護しなが
ら少しずつ弱めにエアを吹き込むこと。

c. リターンスプリングを取り外す。

• トランスミッションケースのバンドサーボピストン取付部に
損傷がないか点検する。

SAT036B

SAT037B

SAT038B

SAT039B
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d. 各油穴にエアを吹き込み、トランスミッションケースからア
キュームレーターピストンを取り外す。

注意 : エアを急激に吹き込むと、アキュームレーターピストン

及びフルードが飛び出すため、ペーパーウエス等で保護
しながら少しずつ弱めにエアを吹き込むこと。

e. 各ピストンから Oリングを取り外す。

• トランスミッションケースのアキュームレーターピストン取
付部及びアキュームレーターピストンに損傷がないか点検す
る。

32.マニュアルシャフトをトランスミッションケースから取り外す。

〔「マニュアルシャフト」(AT-345ページ ) を参照のこと。〕

組み付け（1）

1. マニュアルシャフトをトランスミッションケースに取り付ける。

〔「マニュアルシャフト」(AT-345ページ ) を参照のこと。〕

2. アキュームレーターピストンを組み付ける。

a. Oリングにニッサンマチックフルード Dを塗布し、アキューム

レーターピストンに Oリングを組み付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

寸法：mm

b. アキュームレーターピストンA部にリターンスプリングをトラ

ンスミッションケースへ組み付ける。

アキュームレーターピストン A B C D

アキュームレーター油穴 a b c d

SAT040BA

PCIA0148J

アキュームレーター A B C D

小径側 29 34 45 29

大径側 45 50 50 45 PCIA0148J

スプリング自由長 ：43.0mm

SAT938A
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c. トランスミッションケースにニッサンマチックフルードDを塗

布し、アキュームレーターピストンを組み付ける。

3. バンドサーボピストンを組み付ける。

a. リターンスプリングを取り付ける。

b. バンドサーボピストンをトランスミッションケースに組み付
ける。

注意 : バンドサーボピストンの O リング部及びトランスミッ

ションケースにニッサンマチックフルードDを塗布する

こと。

c. ガスケットをトランスミッションケースに組み付ける。

注意 : ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこ

と。

d. バンドサーボリテーナーをボルトで均等に締め込み、トランス
ミッションに組み付ける。

4. リヤ側クラッチ及びギヤ部品を組み付ける。

SCIA0548J

SAT941A

SAT942A

締付トルク ：9.8～ 11.8N·m ｛1.0～ 1.2kg·m｝

SAT940A
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a. トランスミッションケーススタンド（特殊工具）にトランス
ミッションを立ててセットする。

b. フォワードクラッチドラム ASSY を両手でつかみ、右方向に

ゆっくり回転させ、軽く浮かせながらフォワードクラッチ
ASSYのA面がローワンウエイクラッチインナーレースのB面

より奥に入るまでトランスミッションケースに挿入する。

c. フォーワードクラッチASSYが矢印方向のみに回転することを

点検する。

注意 : 異常があればローワンウエイクラッチの取付方向を点

検すること。

d. スラストワッシャーにワセリンを塗布し、オーバーランクラッ
チハブのフロント側にツメの位置を合せて取り付ける。

e. オーバーランクラッチハブをリヤインターナルギヤに組み付
ける。

SCIA0554J

SCIA0555J

SAT945A

SCIA0556J

SAT947A
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f. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、オーバーランクラッ
チのリヤ側に組み付ける。

g. フォーワードクラッチハブを固定し、リヤインターナルギヤが
矢印方向へ回転することを点検する。

注意 : 異常があればフォワードワンウエイクラッチの取付方

向を点検すること。

h. トランスミッションケーススタンド（特殊工具）にトランス
ミッションケースを横にしてセットする。

i. リヤインターナルギヤ、フォーワードクラッチハブ及びオー
バーランクラッチをセットでトランスミッションケースに組
み付ける。

SCIA0557J

SAT949A

SCIA0558J

SAT951A
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j. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、リヤインターナルギ
ヤにニードルベアリングを取り付ける。

k. ベアリングレースにワセリンを塗布し、フロントインターナル
ギヤ&リヤプラネットキャリアの穴にツメの位置を合わせて取

り付ける。

l. フロントインターナルギヤ&リヤプラネットキャリアをトラン

スミッションケースに組み付ける。

5. アウトプットシャフト及びパーキングギヤを組み付ける。

a. フロントインターナルギヤ & リヤプラネットキャリア を持ち

上げ気味にし、手で押さえながらアウトプットシャフトをトラ
ンスミッションケースに挿入する。

注意 : アウトプットシャフトをフロント側へ強く押しつける

とトランスミッションケース内のブッシュを損傷する
場合があるので注意すること。

SCIA0559J

SCIA0560J

SAT954A

SAT216B
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b. アウトプットシャフトをフロント方向へ静かに押しながら、ス
ナップリングをアウトプットシャフトに取り付ける。

注意 : • 取り付け後アウトプットシャフトがリヤ側へ抜けな

いことを点検すること。

• スナップリングは再使用不可部品のため、再使用しな
いこと。

c. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、黒色の部分をリヤ側
にして取り付ける。

d. パーキングギヤをアウトプットシャフトに取り付ける。

e. アウトプットシャフトにスナップリングを取り付ける。

注意 : 取り付け後アウトプットシャフトがフロント側へ抜け

ないことを点検すること。

6. リヤエクステンションを取り付ける。

PCIA0186J

PCIA0187J

SAT218B

SAT960A
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a. ケース穴のオイルシール圧入部にニッサンマチックフルード D

を塗布後、ドリフト（特殊工具）を用いて、ケース端面と面一
となるようにオイルシールを打ち込む。

注意 : • オイルシールは再使用不可部品のため、再使用しない

こと。

• オイルシールは傾かないように取り付けること。

b. ガスケットをトランスミッションに取り付ける。

注意 : ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこ

と。

c. パーキングロッドをトランスミッションに取り付ける。

d. リヤエクステンションをトランスミッションケースに取り付
ける。

7. フロント側クラッチ及びギヤ部品をトランスミッションケースに組付ける。

ATA0253D

SAT963A

SAT964A

SCIA1120J
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a. リヤサンギヤの油溝のある面をフロント側にし、トランスミッ
ションケースに組み付ける。

b. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、黒色の部分をフロン
ト側にしてフロントプラネットキャリヤのリヤ側に取り付け
る。.

c. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、フロントプラネット
キャリアのフロント側に取り付ける。

d. フォワードクラッチドラムを前方より見て右方向に回転させ
ながら、フロントプラネットキャリアを組み付ける。

• フロントプラネットキャリアの端面（A面）と フォワードク

ラッチドラムの端面（B面）の段差 を点検する。

e. ベアリングレースにワセリンを塗布し、ツメの位置を合せてク
ラッチパックのリヤ側に取り付ける。

SCIA0544J

SCIA0550J

SAT969A

Aと Bの差 ：約 2.0mm

SCIA0552J

SCIA0553J
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f. クラッチパックをフロントプラネットキャリアに取り付ける。

エンドプレーの測定
下記部品を交換した場合は必ずトータルエンドプレー及びリバースクラッチエンドプレーを調整すること。

トータルエンドプレーの測定

1. トランスミッションケースにオイルポンプガスケットを取り付け
る。

注意 : ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

2. ワセリンを塗布したベアリングレースをクラッチパックの図位置
に取り付ける。

注意 : ベアリングレースのツメが確実に入っていることを確認す

ること。

SAT973A

部 品 名 称 トータルエンドプレー調整 リバースクラッチエンドプレイー調整

トランスミッションケース ● ●

ローワンウエイクラッチインナーレース ● ●

オーバーランクラッチハブ ● ●

リヤインターナルギヤ ● ●

リヤプラネットキャリア ● ●

リヤサンギヤ ● ●

フロントプラネットキャリア ● ●

フロントサンギヤ ● ●

ハイクラッチハブ ● ●

ハイクラッチドラム ● ●

オイルポンプカバー ● ●

リバースクラッチドラム — ●

PCIA0171J

PCIA0172J
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3. ノギスとスパーンを用いて、トータルエンドプレー（T1 ）を下記

の要領で算出し、基準値にあるかを点検する。

a. トータルエンドプレーを算出するためB寸法及びC寸法を測定

する。

b. オイルポンプガスケット上面からベアリングレース上面まで
の寸法を Aとすると、“A ＝ B－ C ”となる。

c. B寸法を測定する。

d. C寸法を測定する。

e. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、オイルポンプ ASSY

に取り付ける。

トータルエンドプレー（T1 ） ：0.25～ 0.55mm

PCIA0173J

PCIA0174J

PCIA0175J

PCIA0176J

PCIA0177J
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f. トータルエンドプレーを測定するため D寸法を測定する。

g. 下記式により、トータルエンドプレーを算出する。

T1 ＝ A－ D－ 0.1

• トータルエンドプレーが基準値となるようベアリングレースを選択する。

ベアリングレース

リバースクラッチエンドプレーの測定

1. リバースクラッチドラムにスラストワッシャー（黒色）を取り付け
る。

2. ノギスとスパーンを用いてリバースクラッチドラムエンドプレー
（T2 ）を下記の要領で算出し、基準値にあるかを点検する。

PCIA0178J

T1 ： トータルエンドプレー

A ： オイルポンプガスケット上面からベアリングレース上
面までの寸法

D ： オイルポンプのニードルベアリング上面からオイルポ
ンプガスケット取付面までの寸法

厚さ（mm） 部品番号

0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

31435 41X01
31435 41X02
31435 41X03
31435 41X04
31435 41X05
31435 41X06
31435 41X07

PCIA0179J

リバースクラッチドラムエンドプレー（T2 ）

：0.55～ 0.90mm

PCIA0180J
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a. オイルポンプガスケット上面からスラストワッシャー上面ま
での寸法を Eとすると、“E＝ F－ G ”となる。

b. F寸法及び G寸法を測定する。

c. リバースクラッチドラムエンドプレー（T2 ）を算出するため H

寸法を測定する。

d. 下記式により、リバースクラッチドラムエンドプレー算出す
る。

T2 ＝ E－ H－ 0.1

• リバースクラッチドラムエンドプレーが基準値となるようス
ラストワッシャーを選択

PCIA0181J

PCIA0182J

PCIA0183J

T2 ： リバースクラッチドラムエンドプレー

E ： オイルポンプガスケット上面からリバースクラッチス
ラストワッシャー上面までの寸法

H： リバースクラッチスラストワッシャー取付面からオイ
ルポンプガスケット取付面までの寸法

PCIA0184J
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オイルポンプスラストワッシャー

組み付け（2）

1. ブレーキバンド及びバンドストラットを取り付ける。

a. バンドストラットにワセリンを塗布し、バンドストラットをブ
レーキバンドに取り付ける。

b. ブレーキバンドを固定している治具を取り外す。

c. リバースクラッチドラムの外周にブレーキバンドを取り付け、
バンドサーボピストンステム先端にバンドストラットを挿入
する。

d. アンカーエンドピンをトランスミッションケースに取り付け
る。

注意 : • アンカーエンドピンは再使用不可部品のため、再使用

しないこと。

• トランスミッションケース側ネジ部のロック剤は取
り除いておくこと。

e. リバースクラッチドラムが前傾しない程度にアンカーエンド
ピンを締め込む。

2. O リング溝がフロント側になるようにインプットシャフトをトラ

ンスミッションケースに取り付ける。

3. オイルポンプガスケットの油穴を合せ、トランスミッションケース
に取り付ける。

注意 : ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

厚さ（mm） 部品番号

0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9

31528 21X01
31528 21X02
31528 21X03
31528 21X04
31528 21X05
31528 21X06

PCIA0204J

PCIA0206J

SAT987A

PCIA0209J
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4. オイルポンプ ASSYを取り付ける。

a. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、オイルポンプ ASSY

に取り付ける。

b. エンドプレー調整で選択したスラストワッシャーにワセリン
を塗布し、オイルポンプ ASSYに取り付ける。

c. シールリングにワセリンを塗布し、オイルポンプ ASSYのシー

ルリング溝にて合い口を密着させて取り付ける。

注意 : • シールリングは再使用不可部品のため、再使用しない

こと。

• シールリングは径の違いにより 2種類あるので組み違

えないこと。

小径（50mm）：識別なし

大径（52.5mm）：図中矢印部に黄色のマークあり（新

品時）

• シールリングの変形を防止するため、合い口部を必要以上に広げないこと。

d. シールリングとシールリング溝とのクリアランスを測定し、基準値内であることを点検する。

e. シールリングが広がらないようにするため、シールリング部を
セロハン紙やアルミホイル等で覆った後、厚紙できつく巻き付
けてシールリングガイドを作成し、取り付けておく。

f. Oリングにニッサンマチックフルード Dを塗布し、オイルポン

プ ASSYに Oリングを取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

g. オイルポンプ ASSY の端面全周に薄くワセリンを塗布してお

く。

h. トランスミッションケースのオイルポンプASSY挿入面に薄く

ワセリンを塗布しておく。

PCIA0210J

基準値 ：0.10～ 0.25mm

限度値 ：0.25mm

ATD1013D

PCIA0213J

PCIA0214J
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i. オイルポンプ ASSY をトランスミッションケースに取り付け

る。

• コンバーターハウジング取付用のボルト 2本をガイドとして

使用する。

• オイルポンプASSYのブッシュをインプットシャフトで傷付

けないように注意しながらオイルポンプ ASSY をトランス

ミッションケースの図の位置まで挿入する。

5. O リングにニッサンマチックフルード D を塗布し、O リングをイ

ンプットシャフトに取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

6. タービンセンサーを取り付ける。

注意 : オイルポンプ ASSY とコンバーターハウジングを締め付け

る前に取り付けること。

7. コンバーターハウジングを取り付ける。

a. コンバーターハウジングリヤ側のボルト穴外周に液状ガス
ケットを塗布する。

• 液状ガスケットはガスケットフルード 1215（KP610 00250）

又は相当品とする。

b. コンバーターハウジングフロント側のボルト穴外周に液状ガ
スケットを塗布する。

• 液状ガスケットはガスケットフルード 1215 （KP610 00250）

又は相当品とする。

PCIA0216J

PCIA0217J

PCIA0218J

PCIA0220J

PCIA0221J
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c. コンバーターハウジングをトランスミッションケースに取り
付け、取付ボルトを規定トルクで締め付ける。

8. ブレーキバンドの調整を行う。

a. アンカーエンドピンを規定トルクで締め付ける。

b. アンカーエンドピンを 2.375～ 2.625回転戻す。

c. アンカーエンドピンを固定しながらロックナットを規定トル
クで締め付ける。

9. ターミナル ASSYを取り付ける。

a. Oリングにニッサンマチックフルード Dを塗布し、Oリングを

ターミナル ASSYに取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

b. ターミナル ASSY のストッパーを内側へ縮めてトランスミッ

ションに取り付ける。

締付トルク ：74～ 77N·m｛7.5～ 7.8kg·m｝

PCIA0222J

締付トルク ：4.0 ～ 6.0N·m｛0.4～ 0.6 kg·m｝

SAT001B

締付トルク ：40 ～ 51 N·m ｛4.1 ～ 5.2 kg·m｝

SAT002B

PCIA0112J
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10.コントロールバルブを取り付ける。

a. アキュームレーターピストン B部、C部及び D部にリターンス

プリングを組み付ける。

寸法：mm

b. マニュアルバルブにニッサンマチックフルード Dを塗布し、コ

ントロールバルブにマニュアルバルブを組付ける。

c. コントロールバルブ ASSY をトランスミッションケースに乗

せ、アッパーボデー側ソレノイドの配線コネクターを接続す
る。

d. コネクター用クリップを取り付ける。

e. コントロールバルブASSYをトランスミッションケースに取り

付け、取付ボルトを規定トルクで締め付ける。

f. オイルストレーナーをコントロールバルブに取り付け、取付ボ
ルトを規定トルクで締め付ける。

g. 油温センサーを取り付ける。

アキュームレーター B C D

スプリング自由長 66.0 45.0 58.4

PCIA0227J

ATD1017D

ATD1014D

ボルト記号 A B C D E F

首下長さ（mm） 33 42 45 27 48 31

本数 5 2 6 1 5 1

締付トルク ：6.9～ 8.8Ｎ·m｛0.7～ 0.9kg·m｝

締付トルク ：6.9～ 8.8Ｎ·m｛0.7～ 0.9kg·m｝

ATD1033D
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h. ハーネスをハーネス止めクリップで確実に固定する。

i. シフトソレノイド A圧検出スイッチにハーネスを取り付ける。

j. 配線コネクター（2個所）を取り付ける。

11.オイルパンを取り付ける。

a. オイルパン内の図位置にマグネットを取り付ける。

b. オイルパンガスケットをトランスミッションケースに取り付
ける。

注意 : ガスケットは再使用不可部品のため、再使用しないこ

と。

c. オイルパンをトランスミッションケースに取り付け、取付ボル
トを規定トルクで締め付ける。

• はじめにガスケットのずれを防止するため、対角線上 4個所

を仮締めする。

注意 : 取付ボルトは再使用不可部品のため、再使用しないこ

と。

d. ドレーンプラグを取り付け、規定トルクで締め付ける。

注意 : ドレーンプラグの銅ワッシャーは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

ATD1032D

ATD1014D

SCIA0562J

締付トルク ：6.9～ 8.8N·m｛0.7～ 0.9kg·m｝

締付トルク ：30 ～ 39N·m｛3.0 ～ 4.0kg·m｝

ATA0001D
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12.インヒビタースイッチを取り付ける。

a. マニュアルシャフトが 1 レンジ位置にあることを確認する。

b. インヒビタースイッチをマニュアルシャフトに仮付けする。

c. マニュアルシャフトを Nレンジ （ニュートラル） 位置にする。

d. インヒビタースイッチとマニュアルシャフトレバーの位置決
め用穴に直径 4.0mm のピンを垂直にさし込み、取付ボルトを

規定トルクで締め付ける。

注意 : 取り付け後、インヒビタースイッチからピンを抜き取る

こと。

13.車速センサー 1（出力軸回転センサー）をトランスミションケース

に取り付ける。

14.トルクコンバーターを取り付ける。

a. トルクコンバーターにニッサンマチックフルード D を注入す

る。

注意 : • 新品のトルクコンバーターには約 2.0リットル注入す

ること。

• トルクコンバーターを交換しない場合は抜けた量だ
け注入すること。

b. トルクコンバーター先端の二面幅部とオイルポンプの二面幅
部を合わせて挿入する。

注意 : トルクコンバーターを回転させながら確実に組み付け

ること。

SAT299I

締付トルク ：2.5～ 3.9N·m｛0.25～ 0.4kg·m｝

ATA0016D

締付トルク ：4.9～ 6.9N·m｛0.5～ 0.7kg·m｝

ATA1285D

PCIA0237J

SCIA0563J
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c. トルクコンバーターをトランスミッションに挿入した後は、必
ず A寸法が基準値にあることを点検する。

A寸法

4AX16モデル ：26.0mm以上

ATA0027D
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トルクコンバーター PFP:31100

点検 JCS00645

• トルクコンバーターワンウエイクラッチ部にワンウエイクラッチ
チェックツール（特殊工具）及びマイナスドライバーを下記の要領
でセットし、作動点検を行う。

1. ワンウエイクラッチチェックツール（特殊工具）をワンウエイク
ラッチインナーレースのスプライン部に挿入する。

2. マイナスドライバーをワンウエイクラッチアウターレースと一体
になっているベアリングサポートに押し付ける。

3. マイナスドライバーでベアリングサポートを固定しながら、ワンウ
エイクラッチチェックツール（特殊工具）でワンウエイクラッチイ
ンナーレースのスプライン部を回転させ、右方向にのみ回転することを点検する。

• 異常のある場合はトルクコンバーター ASSYで交換する。

内部洗浄 JCS00646

• トルクコンバーターの内部洗浄の方法は、下記の手順で行う。

1. トルクコンバーター内の残留オイルを抜き取る。

注意 : トルクコンバーターを何度も左右に傾け、内部のオイルが出てこなくなるまで行うこと。

2. 白灯油を約 1.5リットル入れてインプットシャフトでコンバーター内部を十分回転させ、白灯油の汚れ、異物が出

てこなくなるまで何度もくりかえし洗浄を実施する。

注意 : 白灯油は完全に抜き取ること。

3. ニッサンマチックフルード Dを約 1.0リットル入れ、手順 “2”と同様に洗浄する。

注意 : 2～ 3回洗浄を繰り返すこと。

SCIA0564J
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マニュアルシャフト PFP:31920

分解、組み立て JCS00647

分解

1. マニュアルシャフトの 2 面幅部（トランスミッションケースの外

側）をモンキーレンチで確実に固定し、ロックナット及びナットを
取り外す。

2. ニッパー等を用いて、トランスミッションケースからリテーニング
ピンを引き抜く。

3. ディテントスプリングを押し下げながらトランスミッションケー
スからマニュアルプレート及びパーキングロッドを取り外す。

SCIA1139J

SCIA0566J

PCIA0241J

SAT935A
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4. トランスミッションケースからマニュアルシャフトを取り外す。

5. ボルトを外し、トランスミッションケースからスペーサー及びディ
テントスプリングを取り外す。

6. マイナスドライバー等を用いて、トランスミッションケースからオ
イルシールを取り外す。

分解後の点検
• 各部品の摩耗及び損傷を点検する。

組み立て

1. オイルシールにニッサンマチックフルード D を塗布し、マニュア

ルシャフトに取り付ける。

注意 : • オイルシールを取り付ける際、マニュアルシャフトのネ

ジ部にビニールテープを巻き付けること。

• オイルシールは再使用不可部品のため、再使用しないこ
と。

2. マニュアルシャフトのネジ部のビニールテープを取り外す。

3. マニュアルシャフトとオイルシールを同時にトランスミッション
ケース外側から挿入する。

SAT043B

SCIA0565J

SCIA0551J

PCIA0245J
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4. マイナスドライバーを使用してオイルシールを均等に押し込み、ト
ランスミッションケースに取り付ける。

5. リテーニングピン打ち込み穴にマニュアルシャフトの切り溝部を合せる。

6. リテーニングピンをハンマーで図の位置まで打ち込み、マニュアル
シャフトが抜けないようにする。

7. ディテントスプリング及びスペーサーを取り付け、取付ボルトを規
定トルクで締め付ける。

8. マニュアルプレートにパーキングロッドを取り付ける。

9. マニュアルシャフトを 1レンジ位置にし、ディテントスプリングを

押し下げながらマニュアルシャフトにマニュアルプレートを取り
付ける。

PCIA0246J

SCIA0567J

締付トルク ：4.0～ 5.8N·m｛0.4～ 0.6kg·m｝

SCIA0565J

SCIA0549J
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10.マニュアルシャフトにナット（2個）を取り付け、規定トルクで締

め付ける。

• マニュアルシャフトの 2面幅部（トランスミッションケースの外

側）を確実に固定し、ナット及びロックナットをそれぞれ規定ト
ルクで締め付ける。

締付トルク ：30～ 39N·m｛3.0～ 4.0kg·m｝

SAT936A
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オイルポンプ PFP:31340

分解、組み立て JCS00648

分解

1. オイルポンプカバー ASSYを取り外す。

• 木片等の上にオイルポンプ ASSY を乗せ、取り付けボルトを対

角線に緩め、オイルポンプカバー ASSYを取り外す。

注意 : 木片等はオイルポンプハウジングに当てること。

2. マイナスドライバー等を用いて、オイルシールをオイルポンプハウ
ジングより取り外す。

注意 : オイルポンプハウジングに傷を付けないこと。

3. シールリングを取り外す。

分解後の点検
• インナーギヤ、アウターギヤ歯面及びポンプカバー、ハウジングしゅう動面の損傷、摩耗の点検をする。

ATD1004D

ATD1005D

ATD1006D
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• シックネスゲージを用いて、アウターギヤとクレッセンドとのクリ
アランスを測定する。

• シックネスゲージを用いて、アウターギヤとハウジングとのクリア
ランスを測定する。

• ストレートエッジ及びシックネスゲージを用いて、インナーギヤ、
アウターギヤとハウジングとのクリアランスを測定する。

• オイルポンプカバーに新品のシールリングを取り付け、シックネス
ゲージを用いてシールリングと溝とのクリアランスを測定する。測
定値が下記限度値以上の場合はオイルポンプカバー ASSYを交換す

る。

基準値 ：0.15～ 0.22mm

ATD1007D

基準値 ：0.11～ 0.18mm

ATD1008D

基準値 ：0.03～ 0.05mm

ATD1009D

基準値 ：0.10～ 0.25mm

限度値 ：0.25mm

ATD1010D
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組み立て

1. オイルシールのリップ部にニッサンマチックフルードDを塗布し、

ドリフト（特殊工具）を用いて、オイルシールをオイルポンプハウ
ジングに取り付ける。

注意 : オイルシールは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

2. オイルポンプカバー ASSYをオイルポンプハウジング ASSYに取り付ける。

a. オイルポンプハウジングのブッシュ内周部の全周にニッサン
マチックフルード Dを十分に塗布する。

b. オイルポンプカバーASSYのスプライン部にセロハンテープ等

を巻き付け、オイルシールに傷が付かないようにオイルポンプ
ハウジング ASSYに挿入する。

• 挿入後、セロハンテープ等を取り外すこと。

c. オイルポンプハウジング ASSYとオイルポンプカバーASSYが

確実に組み付いていることを確認し、取付ボルトを図の順序で
均等に規定トルクで締め付ける。

3. オイルポンプカバー ASSY のシールリング溝にシールリングを取

り付ける。

注意 : • シールリングは径の違いにより 2 種類あるので組み違え

ないこと。

• シールリング溝とのクリアランスが基準値内であるこ
と。〔「分解後の点検」(AT-349ページ ) を参照のこと。〕

• シールリングは再使用不可部品のため、再使用しないこ
と。

• シールリングの変形を防止するため、合い口部を必要以上に広げないこと。

ATD1011D

ATD2242D

締付トルク ：6.9～ 10.8N·m {0.7～ 1.1kg·m}

ATD1012D

小径（50mm） ：識別なし

大径 （52.5mm） ：矢印部に黄色のマークあり（新品時）

ATD1013D
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コントロールバルブ ASSY PFP:31705

分解、組み立て JCS00649

SCIA0829J
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分解

1. ソレノイドを以下の手順で取り外す。

a. ロアボディーよりロックアップソレノイド及びサイドプレー
トを取り外す。 .

b. Oリングをロックアップソレノイドから取り外す。 

c. アッパーボディーよりライン圧ソレノイドを取り外す。

d. Oリングをライン圧ソレノイドから取り外す。 

e. アッパーボディーより三連ソレノイド ASSYを取り外す。.

f. Oリングを各ソレノイドから取り外す。 

2. アッパーボディー、ロアボディーを以下の手順で取り外す。

a. アッパーボディーを下側にして、ボルト、リーマボルト、ナッ
ト、サポートプレートを取り外す。

b. ロアボディーとセパレータープレートを組み合わせたまま、
アッパーボディーから取り外す。

注意 : パイロットフィルター、スチールボールを落とさないよ

うに注意すること。

SCIA1122J

SAT667A

SCIA0547J

SCIA1123J
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c. ロアボディーを下側にして、セパレータープレート Aを取り外

す。

d. パイロットフィルターを取り外す。

e. アッパーボディーの正しい位置にスチールボール（10 個）が

入っていることを確認し、アッパーボディーからスチールボー
ルを取り外す。

注意 : スチールボールを紛失しないこと。

分解後の点検

ロアボディー及びアッパーボディー
• ロアボディー、アッパーボディーにリテーナープレートがあることを確認する。

注意 : リテーナープレートを紛失しないこと。

• ロアボディー、アッパーボディーの油圧回路の損傷、異物付着がないか点検する。 

セパレートプレート
• セパレートプレートの変形及び油圧回路穴の損傷、異物付着がない
か点検する。

パイロットフィルター
• パイロットフィルターに詰まりや損傷がないか点検する。

SCIA0657J

SCIA0658J

SAT675A

SAT676A
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ロックアップソレノイド

• サーキットテスターを用いて、ロックアップソレノイドの抵抗を測
定する。

〔「構成部品点検」(AT-244ページ ) を参照のこと〕

• フィルターに詰まりや損傷がないか点検する。

ライン圧ソレノイド、三連ソレノイド（オーバーランクラッチソレノイド、シフトソレノイド A、シフト
ソレノイド B）

• サーキットテスターを用いて、ライン圧ソレノイド、三連ソレノイ
ド ASSY（オーバーランクラッチソレノイド、シフトソレノイド A、

シフトソレノイド B）の抵抗を測定する。

〔ライン圧ソレノイド；「構成部品点検」(AT-252ページ ) 、オーバー

ランクラッチソレノイド；「構成部品点検」(AT-242ページ ) 、シフ

トソレノイド A；「構成部品点検」(AT-238ページ ) 、シフトソレノ

イド B；「構成部品点検」(AT-240ページ ) を参照のこと〕

• フィルターに詰まりや損傷がないか点検する。

油温センサー

• サーキットテスターを用いて、油温センサーの抵抗を測定する。

〔「構成部品点検」(AT-247ページ ) を参照のこと〕

組み立て

1. アッパーボディー、ロアボディーを以下の手順で取り付ける。

a. アッパーボディー油圧回路面を上側にし、図の位置にスチール
ボールを取り付ける。

SCIA1124J

SCIA1136J

ATN2051D

スチールボール数 ：10個

SCIA0658J
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b. アッパーボディーの下側からリーマボルトを図の位置に付け、
セパレートプレートAをアッパーボディーのリーマボルト穴に

合わせて取り付ける。

c. ロアボディーの油圧回路面を上側にし、パイロットフィルター
を取り付ける。

d. サポートプレーを取り付け仮締めする。

e. リーマーボルトをガイドとして使用し、アッパーボディー、ロ
アボディーを仮組みする。

注意 : スチールボール、パイロットフィルターの位置を間違え

ないように注意すること。

f. ボルトを正しい位置に装着し、仮締めする。

2. ソレノイドを以下の手順で取り付ける。

a. ロックアップソレノイドに Oリングを組み付け、ロアボディー

にロックアップソレノイドとサイドプレートを取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

SCIA0541J

SCIA1125J

PCIA0269J

SCIA1121J
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b. 各ソレノイドに Oリングを組み付け、アッパーボディーに三連

ソレノイド ASSYを取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

c. ライン圧ソレノイドに Oリングを組み付け、アッパーボディー

にライン圧ソレノイドを取り付ける。

注意 : Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

3. 全てのボルトを規定トルクで締め付ける。

SCIA0547J

締付トルク ：6.9～ 8.8N·m｛0.7～ 0.9kg·m｝

SAT667A
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コントロールバルブアッパーボディー PFP:31711

分解、組み立て JCS0064A

注意 : • 落下した部品は使用しないこと。

• バルブ、バルブ穴、スプリング、プラグ等にはニッサンマチックフルード Dを塗布して組み付けること。

• バルブ、スリーブ、プラグは方向に注意して組み付けること。

• バルブ、スリーブ、プラグは自重でバルブボディーのバルブ穴をしゅう動するのが正常である。

• バルブ、スリーブ、プラグ等にバリ、打痕、有害な傷がないことを確認して組み付けること。

分解
• 各コントロールバルブはリテーナープレートで固定されているた
め、下記の要領で取り外す。

注意 : • 残留磁気が残るため、マグネットハンドは使用しないこと。

• 各コントロールバルブは 1箇所ずつ取り外すこと。

SCIA1126J

SCIA1127J
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1. 針金等でリテーナープレートを押し出す。

2. 中の部品が飛び出さないように指で押さえながら、リテーナープ
レートを手で取り外す。

3. バルブ取付部を下に向け、内部の部品を取り外す。また、バルブが
取り外しにくい場合はバルブボディーを下に向け、ゴムハンマー等
で軽打してバルブを取り外す。

注意 : バルブ及びスリーブ等の部品を落下させて傷を付けないよ

うに注意すること。

分解後の点検

バルブスプリング
• 各コントロールバルブスプリングの図の測定部位を点検し、損傷、
変形及びへたりがある場合は交換する。

単位 :mm

SCIA1140J

SCIA1141J

PCIA0283J

PCIA0285J

取付位置 スプリング名称 自由長
（l）

外径
（D）

線径
（d）

巻方向 部品番号

L1 トルクコンバーターレギュレーターバルブスプリング 36.0 9.0 1.4 右 31742 4AX00

L2 プレッシャーモディファイアーバルブスプリング 32.0 6.9 0.9 右 31742 41X19

L3 プレッシャーレギュレーターバルブスプリング 31.8 15.0 1.3 右 31742 4AX01
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コントロールバルブ
• コントロールバルブ、スリーブ、プラグのしゅう動面を点検し、損
傷がある場合は交換する。

組み立て

1. アッパーボディーのバルブ取付部及び各コントロールバルブに
ニッサンマチックフルード D を塗布し、コントロールバルブを前

後にしゅう動させながら取り付ける。

注意 : • バルブボディーに傷及びかみ込みを付けないように取り

付けること。

• 各コントロールバルブは 1箇所ずつ取り付けること。

• コントロールバルブは形状が似ているものがあるので確
認しながら取り付けること。

L4 スロットルアキュームピストンスプリング A 30.5 9.8 1.3 右 31742 41X15

L5 シフトバルブ Bスプリング 23.5 11.0 0.8 右 31742 4AX02

L6 シフトバルブ Aスプリング 25.0 7.0 0.65 右 31762 41X01

L7 オーバーランクラッチコントロールバルブスプリング 38.3 8.0 0.55 右 31762 4AX00

L8
オーバーランクラッチ
レデューシングバルブスプリング

32.5 7.0 0.85 右 31742 41X63

L9 パイロットバルブスプリング 26.5 9.0 1.1 右 31742 4AX03

L10 ロックアップコントロールバルブスプリング 46.5 6.5 0.8 右 31742 4AX04

取付位置 スプリング名称
自由長
（l）

外径
（D）

線径
（d）

巻方向 部品番号

ATM0428D

取付位置 バルブ名称 全長（mm） 部品番号

L1 トルクコンバーターレギュレーターバルブ 27.5 31780 41X01

L2 プレッシャーモディファイアーバルブ 43.5 31751 41X02

L3 プレッシャーレギュレーターバルブ 68.0 31741 80X00

L4
アキュームコントロールバルブ 60.5 31772 4AX05

スロットルアキュームピストン 19.5 31675 41X07

L5 シフトバルブ B 56.0 31766 4AX00

L6 シフトバルブ A 75.0 31766 51X03

L7 オーバーランクラッチコントロールバルブ 65.0 31766 4AX02

L8 オーバーランクラッチレデューシングバルブ 54.5 31772 41X06

L9 パイロットバルブ 38.5 31772 41X01

L10 ロックアップコントロールバルブ 58.0 31832 4AX01

PCIA0286J
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2. 図のようにドライバー等の先端部にビニールテープを巻き付け、バ
ルブボディーに傷を付けないようにバルブを押し込む。

注意 : 各コントロールバルブはスムーズに入ることを確認するこ

と。

3. ドライバー等を用いてスプリングを押し込み、リテーナープレート
を取り付ける。

SCIA1128J

PCIA0294J



コントロールバルブロアボディー

AT - 362

[RE4R01B]

コントロールバルブロアボディー PFP:31713

分解、組み立て JCS0064B

注意 : • 落下した部品は使用しないこと。

• バルブ、バルブ穴、スプリング、プラグ等にはニッサンマチックフルード Dを塗布して組み付けること。

• バルブ、スリーブ、プラグは方向に注意して組み付けること。

• バルブ、スリーブ、プラグは自重でバルブボディーのバルブ穴をしゅう動するのが正常である。

• バルブ、スリーブ、プラグ等にバリ、打痕、有害な傷がないことを確認して組み付けること。

分解
• 各コントロールバルブはリテーナープレートで固定されているた
め、パラレルピン及びリテーナープレートを外した後、各コントロー
ルバルブを 1箇所ずつ取り外す。

なお、分解要領はコントロールバルブアッパーボディー分解 · 組み

立ての「分解」(AT-358ページ ) の項を参照のこと。

SCIA1129J

SCIA1130J
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分解後の点検

バルブスプリング
• 各コントロールバルブスプリングの図の測定部位を点検し、損傷、
変形及びへたりがある場合は交換する。

単位 :mm

コントロールバルブ
• コントロールバルブ、スリーブ、プラグのしゅう動面を点検し、損
傷がある場合は交換する。

PCIA0285J

取付位置 スプリング名称
自由長
（l）

外径
（D）

線径
（d）

巻方向 部品番号

L11 シャトルバルブ Sスプリング 25.0 7.0 0.65 右 31762 41X01

L13 1レデューシングバルブスプリング 22.6 6.7 0.7 右 31742 4AX06

L14 3–2タイミングバルブスプリング 23.0 6.7 0.7 右 31742 41X06

L15 サーボチャージャーバルブスプリング 23.0 6.7 0.7 右 31742 41X06

L16 ロックアップレギュレーターバルブスプリング 33.89 6.95 0.55 右 31742 4AX05

ATM0428D

取付位置 バルブ名称 全長（mm） 部品番号

L11 シャトルバルブ S 67.0 31766 4AX01

L13 1レデューシングバルブ 37.5 31772 41X12

L14 3–2タイミングバルブ 41.0 31772 71X00

L15 サーボチャージャーバルブ 66.0 31772 41X03

L16 ロックアップレギュレーターバルブ 38.5 31772 21X00
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組み立て
• 各コントロールバルブを組み付ける。

なお、組み立て要領はコントロールバルブアッパーボディー分解 ·組

み立ての「組み立て」(AT-360ページ ) の項を参照のこと。

SCIA1130J
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リバースクラッチ PFP:31510

分解、組み立て JCS0064C

分解

1. リバースクラッチピストンの作動点検を行う。

a. オイルポンプカバーにシールリングを取り付けて、リバースク
ラッチをセットし、図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング、リッ

プシール）の損傷、ピストンチェックボール部の漏れなどが考
えられるので各々単品で点検する。

SCIA0477J

SCIA0830J

SAT841A
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2. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り外す。

3. リバースクラッチドラムから各プレートを取り外す。

4. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを外し、スプリングリ
テーナー ASSYを取り外す。

注意 : • スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター
ンスプリングの真上にセットすること。

5. オイルポンプカバーにシールリングを付け、リバースクラッチドラ
ムをセットし、 ピストンを押さえながら図位置の油穴にエアを吹

き込み、ピストンを取り外す。

注意 : 急にエアを吹き込むとピストンが傾き、取り外しずらくな

るので注意すること。

6. Ｄリング及びリップシールをピストンより取り外す。

分解後の点検

リバースクラッチスナップリング及びスプリングリテーナー
• スナップリング、スプリングリテーナー及びスプリングに損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

リバースクラッチリターンスプリング
• スプリングの損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

SAT842A

PCIA0299J

SAT844A

SCIA1131J
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リバースクラッチドライブプレート
• フェーシングの焼け、損傷及び亀裂がないことを点検する。

• マイクロメーターを使用してフェーシング部の厚さを点検する。

- 基準値及び限度値は「クラッチ＆ブレーキ」(AT-403ページ ) を参

照のこと。

注意 : • 厚さ測定は 3箇所を点検し、平均値をとること。

• ドライブプレート全数を点検すること。

• 厚さが限度値未満の場合は交換すること。

リバースクラッチディッシュプレート
• ディッシュプレートに損傷、変形のあるものは交換する。

リバースクラッチピストン
• ピストンを振り、チェックボール 2 箇所が固着していないことを点

検する。

• チェックボールの油穴にリターンスプリングを組み付ける反対方向
からエアを吹き込み、エアが漏れないことを点検する。

• リターンスプリング組付方向からエアを吹き込み、エアが漏れるこ
とを点検する。

組み立て

1. D リング及びリップシールにニッサンマチックフルード D を塗布

し、ピストンに組み付ける。

注意 : • リップシールは図のように方向を合わせて組み付けるこ

と。

• リップシール及び D リングは再使用不可部品のため、再

使用しないこと。

2. ドラムのピストン摺動面にニッサンマチックフルードDを塗布し、

ピストン ASSY をゆっくり回転させながら均等に押し込み、組み

付ける。

注意 : D リング及びリップシールはねじれ、かみ込みがないよう

に取り付けること。かみ込みがあるとピストンは回転しな
い。

ATM0158D

PCIA0303J

SCIA1131J

SCIA0653J
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3. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを取り付け、スプリング
リテーナー ASSYを取り付ける。

注意 : • クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター

ンスプリングの真上にセットすること。

• スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• リターンスプリングに倒れ、傾きがないように取り付け
ること。

• スナップリングの合い口は図のようにスプリングリテー
ナーのストッパー部と合わせないようにすること。

• スナップリングがリバースクラッチドラムの溝及びスプ
リングリテーナーのストッパー内に確実に組み付いてい
ることを確認すること。

4. ドライブプレート、ドリブンプレート、リテーニングプレート及び
ディッシュプレートを組み付ける。

注意 : • ディッシュプレートは取付方向に注意して組み付ける。

• 各プレートは取付順序を間違えないよう組み付けるこ
と。

5. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り付ける。

6. リバースクラッチの各部品組み付け後、リテーニングプレートとス
ナップリングとのクリアランスをシックネスゲージを用いて測定
し、基準値となるようにリテーニングプレートを選択して調整す
る。

• 基準値及びリテーニングプレートの選択は「クラッチ＆ブレー
キ」(AT-403ページ ) を参照のこと。

7. リバースクラッチピストンの作動点検を行う。

a. オイルポンプカバーにシールリングを取り付けて、リバースク
ラッチをセットし、図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

PCIA0307J
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c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（D リング、リップシール）のかみ込みなどが考えられるのでピ

ストンを分解して点検する。



ハイクラッチ

AT - 370
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ハイクラッチ PFP:31410

分解、組み立て JCS0064D

分解

1. ハイクラッチピストンの作動点検を行う。

a. オイルポンプカバーにシールリングを取り付けて、ハイクラッ
チをセットし、図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング）の損

傷、ピストンチェックボール部の漏れなどが考えられるので
各々単品で点検する。
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2. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り外す。

3. ハイクラッチドラムから各プレートを取り外す。

4. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを外し、スプリングリ
テーナー ASSYを取り外す。

注意 : • スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター
ンスプリングの真上にセットすること。

5. オイルポンプカバーにシールリングを付け、リバースクラッチドラ
ムをセットし、 ピストンを押さえながら図位置の油穴にエアを吹

き込み、ピストンを取り外す。

注意 : 急にエアを吹き込むとピストンが傾き、取り外しずらくな

るので注意すること。

6. Ｄリングをピストンより取り外す。

分解後の点検

ハイクラッチスナップリング及びスプリングリテーナー
• スナップリング、スプリングリテーナー及びスプリングに損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

ハイクラッチリターンスプリング
• スプリングの損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

SCIA0662J
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ハイクラッチドライブプレート
• フェーシングの焼け、損傷及び亀裂がないことを点検する。

• マイクロメーターを使用してフェーシング部の厚さを点検する。

- 基準値及び限度値は「クラッチ＆ブレーキ」(AT-403ページ ) を参

照のこと。

注意 : • 厚さ測定は 3箇所を点検し、平均値をとること。

• ドライブプレート全数を点検すること。

• 厚さが限度値未満の場合は交換すること。

ハイクラッチピストン
• ピストンを振り、チェックボールが固着していないことを点検する。

• チェックボールの油穴にリターンスプリングを組み付ける反対方向
からエアを吹き込み、エアが漏れないことを点検する。

• リターンスプリング組付方向からエアを吹き込み、エアが漏れるこ
とを点検する。

組み立て

1. D リングにニッサンマチックフルード D を塗布し、ピストンに組

み付ける。

注意 : Dリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

2. ドラムのピストン摺動面にニッサンマチックフルードDを塗布し、

ピストン ASSY をゆっくり回転させながら均等に押し込み、組み

付ける。

注意 : Dリングはねじれ、かみ込みがないように取り付けること。

かみ込みがあるとピストンは回転しない。

ATM0158D
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3. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを取り付け、スプリング
リテーナー ASSYを取り付ける。

注意 : • クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター

ンスプリングの真上にセットすること。

• スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• リターンスプリングに倒れ、傾きがないように取り付け
ること。

• スナップリングの合い口は図のようにスプリングリテー
ナーのストッパー部と合わせないようにすること。

• スナップリングがハイクラッチドラムの溝及びスプリン
グリテーナーのストッパー内に確実に組み付いているこ
とを確認すること。

4. ドライブプレート、ドリブンプレート、リテーニングプレート及び
ディッシュプレートを組み付ける。

注意 : • ディッシュプレートは取付方向に注意して組み付ける。

• 各プレートは取付順序を間違えないよう組み付けるこ
と。

5. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り付ける。

6. ハイクラッチの各部品組み付け後、リテーニングプレートとスナッ
プリングとのクリアランスをシックネスゲージを用いて測定し、基
準値となるようにリテーニングプレートを選択して調整する。

• 基準値及びリテーニングプレートの選択は「クラッチ＆ブレー
キ」(AT-403ページ ) を参照のこと。

7. ハイクラッチピストンの作動点検を行う。

a. オイルポンプカバーにシールリングを取り付けて、ハイクラッ
チをセットし、図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング）のか

み込みなどが考えられるのでピストンを分解して点検する。
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フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチ PFP:31570

分解、組み立て JCS0064E
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分解

1. フォワードクラッチピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング、リッ

プシール）の損傷、ピストンチェックボール部の漏れなどが考
えられるので各々単品で点検する。

2. オーバーランクラッチピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアガンを挿入
し、油穴とのすき間にペーパーウエスを当てて漏れを防ぎなが
らエアを吹き込む。

注意 : 油穴部に切り欠きがあるので、エア漏れを防がないと作

動点検ができない。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（D リング、リップシール）の損傷、ピストンチェックボール部

の漏れなどが考えられるので各々単品で点検する。

3. マイナスドライバー等を用いて、フォワードクラッチ部のスナップ
リング（2本）を取り外す。

4. フォワードクラッチドラムからフォワードクラッチ部の各プレー
トを取り外す。

5. マイナスドライバー等を用いて、オーバーランクラッチ部のスナッ
プリングを取り外す。

6. フォワードクラッチドラムからオーバーランクラッチ各プレート
を取り外す。

PCIA0327J
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7. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを外し、スプリングリ
テーナー ASSYを取り外す。

注意 : • スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター
ンスプリングの真上にセットすること。

8. フォワードクラッチピストン及びオーバーランクラッチピストンを取り外す。

a. フォワードクラッチドラムにスナップリングを取り付ける。

b. スナップリングを両手で持ち、トランスミッションケース内のローワンウェイクラッチインナーレースにセッ
トし、スナップリングを取り外す。

c. オーバーランクラッチピストンを押さえながら図位置の油穴
にエアを吹き込み、フォワードクラッチピストン及びオーバー
ランクラッチピストンを取り外す。

注意 : 急にエアを吹き込むとピストンが傾き、取り外しずらく

なるので注意すること。

d. フォワードクラッチピストンからオーバーランクラッチピス
トンを取り外す。

9. Ｄ リング及びリップ付オイルシールをフォワードクラッチピスト
ン及びオーバーランクラッチピストンより取り外す。

10.フォワードクラッチドラムを取り外す。

a. フォワードクラッチドラム内にスナップリングを取り付ける。

SCIA0670J
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b. スナップリングを両手で持ち、トランスミッションケースより
フォワードクラッチドラムを取り外す。

c. スナップリングを取り外す。

分解後の点検

フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチスナップリング及びスプリングリテーナー
• スナップリング、スプリングリテーナー及びスプリングに損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチリターンスプリング
• スプリングの損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

フォワードクラッチ及びオーバーランクラッチドライブプレート
• フェーシングの焼け、損傷及び亀裂がないことを点検する。

• マイクロメーターを使用してフェーシング部の厚さを点検する。

- 基準値及び限度値は「クラッチ＆ブレーキ」(AT-403ページ ) を参

照のこと。

注意 : • 厚さ測定は 3箇所を点検し、平均値をとること。

• ドライブプレート全数を点検すること。

• 厚さが限度値未満の場合は交換すること。

ディッシュプレート
• ディッシュプレートに損傷、変形のあるものは交換する。

フォワードクラッチドラム
• フォワードクラッチドラムを振り、チェックボールが固着していな
いことを点検する。

• チェックボールの油穴にドラムの外側からエアを吹き込み、エアが
漏れることを点検する。

• ドラムの内側からエアを吹き込み、エアが漏れないことを点検する。

SAT865A

ATM0158D

SCIA0672J
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オーバーランクラッチピストン
• ピストンを振り、チェックボールが固着していないことを点検する。

• チェックボールの油穴にリターンスプリングを組み付ける反対方向
からエアを吹き込み、エアが漏れないことを点検する。

• リターンスプリング組付方向からエアを吹き込み、エアが漏れるこ
とを点検する。

組み立て

1. D リング及びリップシールにニッサンマチックフルード D を塗布

し、フォワードクラッチピストン及びオーバーランクラッチピスト
ンに組み付ける。

注意 : • リップシールは図のように方向を合わせて組み付けるこ

と。

• リップシール及び D リングは再使用不可部品のため、再

使用しないこと。

2. フォワードクラッチドラム内面にニッサンマチックフルード D を

塗布し、フォワードクラッチピストン ASSY をゆっくり回転させ

ながら均等に押し込み、組み付ける。

注意 : • Dリング及びリップシールはねじれ、かみ込みがないよう

に取り付けること。かみ込みがあるとピストンは回転し
ない。

• フォワードクラッチピストンはピストンの切り欠きと
フォワードクラッチの溝位置を合わせて組付けること。

SCIA0673J
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3. フォワードクラッチピストン内面にニッサンマチックフルード D

を塗布し、オーバーランクラッチピストン ASSY をゆっくり回転

させながら均等に押し込み、組み付ける。

注意 : • Dリング及びリップシールはねじれ、かみ込みがないよう

に取り付けること。かみ込みがあるとピストンは回転し
ない。

4. クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）を図のようにスプ
リングリテーナーのリターンスプリング部にセットし、スナップリ
ングプライヤー等を用いてスナップリングを取り付け、スプリング
リテーナー ASSYを取り付ける。

注意 : • クラッチスプリングコンプレッサー（特殊工具）はリター

ンスプリングの真上にセットすること。

• スナップリングを必要以上に広げて変形させないこと。

• リターンスプリングに倒れ、傾きがないように取り付け
ること。

• スナップリングがリバースクラッチドラムの溝及びスプ
リングリテーナーのストッパー内に確実に組み付いていることを確認すること。

5. ドライブプレート、ドリブンプレート、リテーニングプレート及びディッシュプレートを組み付ける。

注意 : • ディッシュプレートは取付方向に注意して組み付ける。

• 各プレートは取付順序を間違えないよう組み付けること。

6. マイナスドライバー等を用いて、オーバーランクラッチ部にスナッ
プリングを取り付ける。

7. マイナスドライバー等を用いて、フォワードクラッチ部にスナップ
リングを取り付ける。

8. フォワードクラッチ ASSYを取り付ける。

a. フォワードクラッチ ASSYをゆっくり回転させながら、トランスミッションケースに取り付ける。

SCIA0677J
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b. シールリング部まで挿入した後は、フォワードクラッチ ASSY

を軽く浮かせ気味に回転させ、ローワンウェイクラッチイン
ナーレースに挿入する。

9. オーバーランクラッチの各部品組み付け後、リテーニングプレート
とスナップリングとのクリアランスをシックネスゲージを用いて
測定し、基準値となるようにリテーニングプレートを選択して調整
する。

• 基準値及びリテーニングプレートの選択は「クラッチ＆ブレー
キ」(AT-403ページ ) を参照のこと。

10.フォワードクラッチの各部品組み付け後、リテーニングプレートと
スナップリングとのクリアランスをシックネスゲージを用いて測
定し、基準値となるようにリテーニングプレートを選択して調整す
る。

• 基準値及びリテーニングプレートの選択は「クラッチ＆ブレー
キ」(AT-403ページ ) を参照のこと。

11.フォワードクラッチピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング、リッ

プシール）のかみ込みなどが考えられるのでピストンを分解し
て点検する。

12.オーバーランクラッチピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアガンを挿入
し、油穴とのすき間にペーパーウエスを当てて漏れを防ぎなが
らエアを吹き込む。

注意 : 油穴部に切り欠きがあるので、エア漏れを防がないと作

動点検ができない。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。
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c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（D リング、リップシール）のかみ込みなどが考えられるのでピ

ストンを分解して点検する。
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ロー＆リバースブレーキ PFP:31645

分解、組み立て JCS0064F

分解

1. ロー＆リバースブレーキピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング、リッ

プ付オイルシール）の損傷、ピストンチェックボール部の漏れ
などが考えられるので各々単品で点検する。

SCIA1135J

SCIA0833J

SAT872A
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2. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り外す。

3. トランスミッションケースから各プレートを取り外す。

4. ローワンウェイクラッチインナーレースを取り外す。

5. ニードルベアリングをローワンウェイクラッチインナーレースよ
り取り外す。

6. シールリングをローワンウェイクラッチインナーレースより取り
外す。

7. スプリングリテーナー ASSYを取り外す。

8. ロー＆リバースブレーキピストンを取り外す。

a. ロー＆リバースブレーキピストンを押さえながら図位置の油
穴にエアを吹き込み、ピストンを浮かせる。

注意 : 急にエアを吹き込むとピストンが傾き、取り外しずらく

なるので注意すること。

b. 両手で回転させながらピストンを取り外す。

9. Ｄリング及びリップ付オイルシールをピストンより取り外す。

分解後の点検

ロー＆リバースブレーキスナップリング及びスプリングリテーナー
• スナップリング、スプリングリテーナー及びスプリングに損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

ロー＆リバースブレーキリターンスプリング
• スプリングの損傷、変形及びへたりのあるものは交換する。

SAT873A

SAT382I

SAT876A

SCIA0681J
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ロー＆リバースブレーキドライブプレート
• フェーシングの焼け、損傷及び亀裂がないことを点検する。

• マイクロメーターを使用してフェーシング部の厚さを点検する。

- 基準値及び限度値は「クラッチ＆ブレーキ」(AT-403ページ ) を参

照のこと。

注意 : • 厚さ測定は 3箇所を点検し、平均値をとること。

• ドライブプレート全数を点検すること。

• 厚さが限度値未満の場合は交換すること。

ローワンウェイクラッチインナーレース
• インナーレースしゅう動面に損傷、異常摩耗がないことを点検し、
異常がある場合は点検する。

ローワンウェイクラッチインナーレース部シールリングクリアランス点検
• ローワンウェイクラッチインナーレースにワセリンを塗布した新品
のシールリングを取り付け、シールリングと溝のクリアランスを
シックネスゲージを用いて測定する。

注意 : • シールリングの合い口は必要以上に広げないこと。

• シールリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

• 測定値が下記限度値以上の場合はローワンウェイクラッチインナー
レースを交換する。

組み立て

1. ニードルベアリングにワセリンを塗布し、ローワンウェイクラッチ
インナーレースに組み付ける。

注意 : 黒い部分をリヤ側にして組み付けること。。

ATM0158D

SAT877A

クリアランス

基準値 ：0.10～ 0.25mm

限度値 ：0.25mm

PCIA0376J

PCIA0375J
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2. Dリング及びリップ付オイルシールにニッサンマチックフルードD

を塗布し、ピストンに組み付ける。

注意 : • リップ付オイルシールは図のように方向を合わせて組み

付けること。

• リップ付オイルシール及び D リングは再使用不可部品の

ため、再使用しないこと。

3. トランスミッションケース内面にニッサンマチックフルード D を

塗布し、ピストンをゆっくり回転させながら均等に押し込み、組み
付ける。

注意 : D リング及びリップ付オイルシールはねじれ、かみ込みが

ないように取り付けること。かみ込みがあるとピストンは
回転しない。

4. リターンスプリング、スプリングリテーナー、ローワンウェイク
ラッチインナーレースをトランスミッションケースに組み付ける。

注意 : • ローワンウェイクラッチインナーレースにニードルベア

リングが組み付いていることを確認すること。

• ローワンウェイクラッチインナーレースは取付位置が決まっているのでトランスミッションケースのボ
ルト穴に合わせて組み付けること。

5. ローワンウェイクラッチインナーレース取付ボルトを規定トルク
で締め付ける。

注意 : リターンスプリングのはみ出し、倒れ、傾きがないことを

確認しながら少しづつ均等に締め付けること。

6. ドライブプレート、ドリブンプレート、リテーニングプレート及び
ディッシュプレートを組み付ける。

注意 : • ディッシュプレートは取付方向に注意して組み付ける。

• 各プレートは取付順序を間違えないよう組み付けるこ
と。

7. マイナスドライバー等を用いて、スナップリングを取り付ける。

SCIA0681J

SCIA0682J

SCIA0684J

SAT873A
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8. ロー＆リバースブレーキの各部品を組み付け後、リテーニングプ
レートとスナップリングとのクリアランスをシックネスゲージを
用いて測定し、基準値となるようにリテーニングプレートを選択し
て調整する。

• 基準値及びリテーニングプレートの選択は「クラッチ＆ブレー
キ」(AT-403ページ ) を参照のこと。

9. ロー＆リバースブレーキピストンの作動点検を行う。

a. トランスミッションケースの図位置の油穴にエアを吹き込む。

b. ピストンが作動してドライブプレート及びドリブンプレート
が移動したとき、リテーニングプレートがスナップリング位置
までストロークすることを点検する。

c. ストロークが不足した場合、ピストンシール（Dリング、リッ

プ付オイルシール）のかみ込みなどが考えられるのでピストン
を分解して点検する。

10.シールリングにワセリンを塗布し、ローワンウェイクラッチイン
ナーレースのシールリング溝に取り付け、合い口を密着させる。

注意 : • シールリングの合い口は必要以上に広げないこと。

• シールリングは再使用不可部品のため、再使用しないこ
と。

• シールリングの広がり防止のため、セロハンやアルミホイールな
どで覆った後、厚紙をきつく巻き付けて、固定しておく。

SCIA0654J

SAT872A

PCIA0387J

SCIA0683J
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フォワードクラッチドラム ASSY PFP:31571

分解、組み立て JCS0064G

分解

1. スナップリングをフォワードクラッチドラムから取り外す。

2. サイドプレートをフォワードクラッチドラムから取り外す。

3. ローワンウェイクラッチをフォワードクラッチドラムから取り外
す。

4. スナップリングをフォワードクラッチドラムから取り外す。

5. ニードルベアリングをフォワードクラッチドラムから取り外す。

SCIA0469J

SAT212G

SAT213G

SAT891A
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分解後の点検

フォワードクラッチドラム
• 各しゅう動面に摩耗、損傷が無いことを点検し、異常がある場合は
交換する。.

ニードルベアリング及びローワンウェイクラッチ
• ニードルベアリング及びローワンウェイクラッチに摩耗、損傷がな
いことを点検し、異常がある場合は交換する。

組み立て

1. ニードルベアリングをフォワードクラッチドラムに取り付ける。

2. スナップリングをフォーワードクラッチドラムに取り付ける。

3. ローワンウェイクラッチのローラーを均等に押し込んだ状態で
フォワードクラッチドラムに取り付ける。

SAT892A

SAT893A

SAT214G

SAT894A
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注意 : フランジ側を後方に向けてローワンウェイクラッチを取り

付けること。

4. サイドプレートをフォワードクラッチドラムに取り付ける。

5. スナップリングをフォワードクラッチドラムに取り付ける。

SAT895A

SAT887A
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リヤインターナルギヤ及びフォワードクラッチハブ PFP:31450

分解、組み立て JCS0064H

分解

1. フォワードクラッチハブを前方に押し出し、リヤインターナルギヤ
を取り外す。

2. リヤインターナルギヤからスラストワッシャーを取り外す。

3. スナップリングをフォワードクラッチハブから取り外す。

SCIA0650J

PCIA0352J

PCIA0353J

SAT899A
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4. フォワードワンウェイクラッチとエンドベアリングを共にフォ
ワードクラッチハブから取り外す。

5. スナップリングをフォワードクラッチハブから取り外す。

分解後の点検

リヤインターナルギヤ
• ギヤ歯面に摩耗、損傷がないことを点検し、異常がある場合は交換
する。

• フォワードワンウェイクラッチ及びスラストワッシャーのしゅう動
面に摩耗、損傷がないことを点検し、異常がある場合は交換する。

フォワードクラッチハブ
• 各しゅう動面に摩耗、損傷がないことを点検し、異常がある場合は
交換する。

SAT955A

SAT901A

SAT902A

SCIA0659J
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スナップリング及びエンドベアリング
• スナップリング及びエンドベアリングに変形、損傷がないことを点
検し、異常がある場合は交換する。

組み立て

1. スナップリングをフォワードクラッチハブに取り付ける。

2. エンドベアリングを取り付ける。

3. フォワードワンウェイクラッチをクラッチハブに取り付ける。

注意 : 組付方向に注意すること。

4. エンドベアリングを取り付ける。

5. スナップリングをフォワードクラッチハブに取り付ける。

6. スラストワッシャーにワセリンを塗布し、リヤインターナルギヤに
取り付ける。

注意 : リヤインターナルギヤの穴にスラストワッシャーのツメ（2

箇所）を確実に挿入すること。

SAT903A

SAT901A

PCIA0360J

PCIA0362J
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7. フォワードクラッチハブをリヤインターナルギヤに組み付ける。

8. 組み付け後、フォワードクラッチハブを固定し、リヤインターナル
ギヤが図の矢印方向（右方向）に回転することを点検する。

SAT907A

PCIA0363J
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バンドサーボピストン PFP:31615

分解、組み立て JCS0064I

分解

1. ODバンドサーボピストンの中央の穴とODサーボピストンリテー

ナーの油穴の一つをふさぐ。

2. ODサーボピストンリテーナーの他の油穴からエアを吹き込み、OD

バンドサーボピストンをリテーナーから取り外す。

3. ODバンドサーボピストンから Dリングを取り外す。

4. バンドサーボピストン ASSY を両手で前方に押し出し、サーボピ

ストンリテーナーから取り外す。

SCIA0651J

SAT909A

PCIA0403J

SAT910A
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5. ピストンステムを木片等の上に置き、サーボピストンスプリングリ
テーナーを下方に押し付けながら Eリングを取り外す。

6. バンドサーボピストンからサーボピストンスプリングリテーナー、
リターンスプリング C及びピストン ステムを取り外す。

7. バンドサーボピストンから Eリングを取り外す。

8. サーボクッションスプリングリテーナーをバンドサーボピストン
から取り外す。

PCIA0405J

SAT912A

PCIA0407J

SAT914A
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9. バンドサーボピストンから Dリングを取り外す。

10.サーボピストンリテーナーから Oリングを取り外す。

分解後の点検

バンドサーボピストン、ODバンドサーボピストン、サーボピストンリテーナー

• 各しゅう動部に異常摩耗、損傷がないことを点検し、異常がある場合は交換する。

ピストンステム及びサーボクッションスプリングリテーナー
• 各しゅう動部に異常摩耗、損傷がないことを点検し、異常がある場
合は交換する。

リターンスプリング
• スプリングの損傷、変形、自由長及び外径を点検する。

- 自由長は「バンドサーボピストンスプリング」(AT-403ページ ) を参照のこと。

組み立て

1. O リングにニッサンマチックフルード D を塗布し、サーボピスト

ンリテーナーに取り付ける。

注意 : • 各 Oリングの取付位置に注意すること。

• Oリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

SCIA0660J

SCIA0661J

PCIA0415J

SCIA0661J
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2. サーボクッションスプリングリテーナーをバンドサーボピストン
に取り付ける。

3. Eリングをサーボクッションスプリングリテーナーに取り付ける。

4. D リングにニッサンマチックフルード D を塗布し、バンドサーボ

ピストンに取り付ける。

注意 : Dリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

5. サーボピストンスプリングリテーナー、リターンスプリング C、ピ

ストンステムをバンドサーボピストンに取り付ける。

SAT918A

PCIA0419J

PCIA0420J

SAT912A
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6. ピストンステムを木片等の上に置き、サーボピストンスプリングリ
テーナーを押し下げながら、Eリングを取り付ける。

7. バンドサーボピストン ASSY を前方に押し込み、サーボピストン

リテーナーに取り付ける。

8. Dリングにニッサンマチックフルード Dを塗布し、ODバンドサー

ボピストンに取り付ける。

注意 : Dリングは再使用不可部品のため、再使用しないこと。

9. ODバンドサーボピストンを前方に押し込み、ODサーボピストン

リテーナーに取り付ける。

PCIA0422J

SAT922A

PCIA0424J

PCIA0425J
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パーキングポール PFP:31991

分解、組み立て JCS0064J

分解

1. マイナスドライバーを使用して、リターンスプリングをリヤエクス
テンションフランジの手前までスライドさせる。

2. パーキングポールスペーサー、リターンスプリング及びパーキング
ポールを取り外す。

3. パーキングポールシャフトを取り外す。

4. パーキングアクチュエーターサポートを取り外す。

分解後の点検
• パーキングポールの接触面の摩耗を点検する。.

SCIA0834J

SAT226H

SAT228H

SAT998G



パーキングポール

AT - 400

[RE4R01B]

• パーキングアクチュエーターサポートのパーキングロッド当たり面
の摩耗を点検する。

組み立て

1. パーキングアクチュエーターサポートを取り付ける。

2. パーキングポールシャフトを取り付ける。

3. パーキングポール、リターンスプリング及びパーキングポールス
ペーサーをパーキングポールシャフトに取り付ける。

4. マイナスドライバーを使用して、リターンスプリングを起こし、リ
ヤエクステンションに取り付ける。

PCIA0432J

締付トルク ：24～ 29N·m｛2.4～ 3.0kg·m｝

SAT229H

PCIA0435J

SAT226H
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サービスデータ PFP:00030

変速車速 JCS0064K

ロックアップ車速 JCS0064L

• ロックアップ車速は D4 速を示す。
• スロットル閉時はアクセル開度 1/8以下でアイドルスイッチ OFFの状態をいう。
• ハーフスロットル時はアクセル開度 4/8のときをいう。

ストール回転数 JCS0064M

ライン圧 JCS0064N

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 4AX61

スロットル開度
（アクセル開度）

シフト
パターン

車 速（km/h）

D1 →D2 D2 →D3 D3 →D4 D4 →D3 D3 →D2 D2 →D1

スロットル開度
（アクセル開度 8/8）

ノーマル 47～ 51 96～ 104 156～ 166 152～ 162 90～ 98 43～ 47

パワー 47～ 51 96～ 104 156～ 166 152～ 162 90～ 98 43～ 47

スロットル開度
（アクセル開度 4/8）

ノーマル 32～ 36 65～ 71 124～ 132 69～ 77 38～ 44 7～ 11

パワー 34～ 38 72～ 78 124～ 132 108～ 116 62～ 68 7～ 11

エンジン型式 VQ25DD

モデル No. 4AX61

締結車速（km/h）
スロットル閉時 46～ 54

ハーフスロットル時 139～ 147

解除車速（km/h）
スロットル閉時 43～ 51

ハーフスロットル時 104～ 122

エンジン型式 VQ25DD

 モデル No. 4AX61

ストール回転数（rpm） 2470～ 2670

エンジン回転
ライン圧（MPa{kg/cm2 }

Rレンジ Dレンジ，マニュアルモード

アイドル回転時 0.58～ 0.62｛5.9～ 6.3｝ 0.47～ 0.51｛4.8～ 5.2｝

ストール回転時 1.71～ 1.78｛17.4～ 18.1｝ 1.21～ 1.29｛12.3～ 13.2｝
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コントロールバルブ仕様 JCS0064O

コントロールバルブスプリング仕様 JCS0064P

単位 :mm

アキュームレーター JCS0064Q

アキュームレータースプリング

取付位置 バルブ名称 全長（mm） 部品番号

ア
ッ
パ
ー
ボ
デ
ィ
ー

L1 トルクコンバーターレギュレーターバルブ 27.5 31780 41X01

L2 プレッシャーモディファイアーバルブ 43.5 31751 41X02

L3 プレッシャーレギュレーターバルブ 68.0 31741 80X00

L4
アキュームコントロールバルブ 60.5 31772 4AX05

スロットルアキュームピストン 19.5 31675 41X07

L5 シフトバルブ B 56.0 31766 4AX00

L6 シフトバルブ A 75.0 31766 51X03

L7 オーバーランクラッチコントロールバルブ 65.0 31766 4AX02

L8 オーバーランクラッチレデューシングバルブ 54.5 31772 41X06

L9 パイロットバルブ 38.5 31772 41X01

L10 ロックアップコントロールバルブ 58.0 31832 4AX01

ロ
ア
ボ
デ
ィ
ー

L11 シャトルバルブ S 67.0 31766 4AX01

L13 1レデューシングバルブ 37.5 31772 41X12

L14 3–2タイミングバルブ 41.0 31772 71X00

L15 サーボチャージャーバルブ 66.0 31772 41X03

L16 ロックアップレギュレーターバルブ 38.5 31772 21X00

取付位置 スプリング名称 自由長
（l）

外径
（D）

線径
（d）

巻方向 部品番号

ア
ッ
パ
ー
ボ
デ
ィ
ー

L1 トルクコンバーターレギュレーターバルブスプリング 36.0 9.0 1.4 右 31742 4AX00

L2 プレッシャーモディファイアーバルブスプリング 32.0 6.9 0.9 右 31742 41X19

L3 プレッシャーレギュレーターバルブスプリング 31.8 15.0 1.3 右 31742 4AX01

L4 スロットルアキュームピストンスプリング A 30.5 9.8 1.3 右 31742 41X15

L5 シフトバルブ Bスプリング 23.5 11.0 0.8 右 31742 4AX02

L6 シフトバルブ Aスプリング 25.0 7.0 0.65 右 31762 41X01

L7 オーバーランクラッチコントロールバルブスプリング 38.3 8.0 0.55 右 31762 4AX00

L8
オーバーランクラッチレデューシングバルブ
スプリング

32.5 7.0 0.85 右 31742 41X63

L9 パイロットバルブスプリング 26.5 9.0 1.1 右 31742 4AX03

L10 ロックアップコントロールバルブスプリング 46.5 6.5 0.8 右 31742 4AX04

ロ
ア
ボ
デ
ィ
ー

L11 シャトルバルブ Sスプリング 25.0 7.0 0.65 右 31762 41X01

L13 1レデューシングバルブスプリング 22.6 6.7 0.7 右 31742 4AX06

L14 3–2タイミングバルブスプリング 23.0 6.7 0.7 右 31742 41X06

L15 サーボチャージャーバルブスプリング 23.0 6.7 0.7 右 31742 41X06

L16 ロックアップレギュレーターバルブスプリング 33.89 6.95 0.55 右 31742 4AX05

スプリング名称 自由長（mm） 部品番号

アキュームレータースプリング A 43.0 31605 41X02

アキュームレータースプリング B 66.0 31605 4AX03
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D

E

F

G

H

I

J

K

A

AT

L

B

アキュームレーター Oリング

バンドサーボピストン JCS0064R

バンドサーボピストンスプリング

クラッチ＆ブレーキ JCS0064S

リバースクラッチ

ハイクラッチ

アキュームレータースプリング C 45.0 31605 4AX00

アキュームレータースプリング D 58.4 31605 41X06

スプリング名称 自由長（mm） 部品番号

アキュームレーター
寸法（mm）

A B C D

大 45 50 50 45

小 29 34 45 29

スプリング名称 自由長（mm） 部品番号

バンドサーボピストン A 47.6 31605 41X18

バンドサーボピストン B — —

バンドサーボピストン C 29.7 31605 41X01

ドライブ
プレート

枚数 2

部品番号 31532 41X76

厚さ（mm）
限度値（mm）

2.0
1.8

ドリブン
プレート

枚数 2

部品番号 31536 41X15

厚さ（mm） 2.0

クリアランス（mm） 0.5～ 0.8

リテーニングプレート 厚さ（mm） 部品番号

4.8
5.0
5.2
5.4
5.6

31537 42X02
31537 42X03
31537 42X04
31537 42X05
31537 42X06

ドライブ
プレート

枚数 5

部品番号 31532 41X77

厚さ（mm）
限度値（mm）

1.6
1.4

ドリブン
プレート

枚数 5

部品番号 31536 41X19

厚さ（mm） 2.0

クリアランス（mm） 1.8～ 2.2
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フォワードクラッチ

オーバーランクラッチ

ロー＆リバースブレーキ

リテーニングプレート 厚さ（mm） 部品番号

3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8

31537 41X71
31537 41X61
31537 41X62
31537 41X63
31537 41X64
31537 41X65
31537 41X66
31537 41X67

ドライブ
プレート

枚数 6

部品番号 31532 41X63

厚さ（mm）
限度値（mm）

1.6
1.4

ドリブン
プレート

枚数 7

部品番号 31536 41X13

厚さ（mm） 1.8

クリアランス（mm） 0.35～ 0.75

リテーニングプレート 厚さ（mm） 部品番号

5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4

31537 4AX00
31537 4AX01
31537 4AX02
31537 4AX03
31537 4AX04
31537 4AX05
31537 4AX06

ドライブ
プレート

枚数 3

部品番号 31532 41X62

厚さ（mm）
限度値（mm）

2.0
1.8

ドリブン
プレート

枚数 5

部品番号 31536 41X10

厚さ（mm） 2.0

クリアランス（mm） 1.0～ 1.4

リテーニングプレート 厚さ（mm） 部品番号

4.2
4.4
4.6
4.8
5.0

31537 43X00
31537 43X01
31537 43X02
31537 43X03
31537 43X04

ドライブ
プレート

枚数 6

部品番号 31532 41X69

厚さ（mm）
限度値（mm）

1.6
1.4
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D

E

F

G
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I
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オイルポンプ＆ローワンウエイクラッチ JCS0064T

トータルエンドプレー JCS0064U

リバースクラッチドラムエンドプレー JCS0064V

タンデムブレーキバンド張り調整 JCS0064W

ドリブン
プレート

枚数 6

部品番号 31666 41X02

厚さ（mm） 2.0

クリアランス（mm） 0.8～ 1.1

リテーニングプレート 厚さ（mm） 部品番号

7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2

31667 41X12
31667 41X13
31667 41X14
31667 41X07
31667 41X08
31667 41X00
31667 41X01
31667 41X02
31667 41X03
31667 41X04
31667 41X05
31667 41X06

オイルポンプクリアランス（mm）

アウターギヤ～クレッセンド 0.15～ 0.22

アウターギヤ～ハウジング 0.11～ 0.18

インナーギヤ及びアウターギヤとハウジングとの段差 0.03～ 0.05

オイルポンプカバー～シールリングクリアランス（mm）
標準値 0.10～ 0.25

限度値 0.25

ローワンウエイクラッチインナーレース～シールリングクリアランス（mm）
標準値 0.10～ 0.25

限度値 0.25

トータルエンドプレー（mm） 0.25～ 0.55

ベアリングレース

厚さ（mm） 部品番号

0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

31435 41X01
31435 41X02
31435 41X03
31435 41X04
31435 41X05
31435 41X06
31435 41X07

リバースクラッチドラムエンドプレー（mm） 0.55～ 0.90

オイルポンプスラストワッシャー

厚さ（mm） 部品番号

0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9

31528 21X01
31528 21X02
31528 21X03
31528 21X04
31528 21X05
31528 21X06

アンカーエンドピン締付トルク（N·m｛kg·m｝） 4.0～ 5.8｛0.4～ 0.6｝

アンカーエンドピン戻し回数（回） 2.375～ 2.625

ロックナット締付トルク（N·m｛kg·m｝） 40～ 51｛4.1～ 5.2｝
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