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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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改訂一覧は表紙をクリックして直接ご覧になれます。改訂一覧は改訂箇所をまとめたものであり、詳細については必ず本文の内容をご確認ください。





１．  本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料
      中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾また
      は保証するものではありません。
２．  本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報
      の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負い
      ません。
３．  本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他
      軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」
      その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
４．  本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての
      情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更 
      することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業
      窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(http://www.renesas.com)などを
      通じて公開される情報に常にご注意下さい。
５．  本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに
      起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
６．  本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他
      応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム
      全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に
      対する責任は負いません。
７．  本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、
      原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に
      危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・
      システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する
      製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、
      必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等 
      について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
８．  第７項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの
      用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
        １）生命維持装置。
        ２）人体に埋め込み使用するもの。
        ３）治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
        ４）その他、直接人命に影響を与えるもの。
９．  本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件
      およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品
      をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
１０．弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が
      発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作
      が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において
      冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウエアおよびソフトウエ
      ア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に
      マイコンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システム
      としての安全検証をお願い致します。
１１．本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の
      事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、
      お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故に
      つきましては、弊社はその責任を負いません。
１２．本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固く
      お断り致します。
１３．本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業
      窓口までご照会下さい。

本資料ご利用に際しての留意事項

 



製品に関する一般的注意事項 
 

1. NC端子の処理 

【注意】NC端子には、何も接続しないようにしてください。 

NC(Non-Connection)端子は、内部回路に接続しない場合の他、テスト用端子やノイズ軽減などの

目的で使用します。このため、NC端子には、何も接続しないようにしてください。接続された場

合については保証できません。 

2. 未使用入力端子の処理 

【注意】未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。 

CMOS製品の入力端子は、一般にハイインピーダンス入力となっています。未使用端子を開放状

態で動作させると、周辺ノイズの誘導により中間レベルが発生し、内部で貫通電流が流れて誤動

作を起こす恐れがあります。未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。 

3. 初期化前の処置 

【注意】電源投入時は，製品の状態は不定です。 

すべての電源に電圧が印加され、リセット端子にローレベルが入力されるまでの間、内部回路は

不確定であり、レジスタの設定や各端子の出力状態は不定となります。この不定状態によってシ

ステムが誤動作を起こさないようにシステム設計を行ってください。リセット機能を持つ製品

は、電源投入後は、まずリセット動作を実行してください。 

4. 未定義・リザーブアドレスのアクセス禁止 

【注意】未定義・リザーブアドレスのアクセスを禁止します。 

未定義・リザーブアドレスは、将来の機能拡張用の他、テスト用レジスタなどが割り付けられて

いる場合があります。これらのレジスタをアクセスしたときの動作および継続する動作について

は、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。 
 



 

本書の構成 

 
 
本書は、以下の構成で制作しています。 

 
1. 製品に関する一般的注意事項 

2. 本書の構成 

3. はじめに 

4. 目次 

5. 概要 

6. 各機能モジュールの説明 

・CPUおよびシステム制御系 

・内蔵周辺モジュール 

   各モジュールの機能説明の構成は、モジュール毎に異なりますが、一般的には、 

   ①特長、②入出力端子、③レジスタの説明、④動作説明、⑤使用上の注意事項 

   等の節で構成されています。 

 

本 LSIを用いた応用システムを設計する際、注意事項を十分確認の上設計してください。 

各章の本文中には説明に対する注意事項と、各章の最後には使用上の注意事項があります。 

必ずお読みください（使用上の注意事項は必要により記載されます）。 

 

   7. レジスタ一覧 

   8. 電気的特性 

   9. 付録 

   10. 本版で改訂または追加された主な箇所（改訂版のみ適用） 

 

改定来歴は、前版の記載内容について訂正・追加された主な箇所についてまとめたものです。

改定内容の全てについて記載したものではありませんので、詳細については、本書の本文上で

ご確認ください。 

 

   11. 索引 



 

はじめに 

SH7606グループは、ルネサス テクノロジオリジナルの RISC方式の CPUをコアにして、システム構成に必要

な周辺機能を集積したシングルチップ RISCマイコンです。 
 
対象者 このマニュアルは、SH7606を用いた応用システムを設計するユーザーを対象としています。 

    このマニュアルを使用される読者には、電気回路、論理回路、およびマイクロコンピュータに関する

基本的な知識を必要とします。 
 
目的  このマニュアルは、SH7606のハードウェア機能と電気的特性をユーザーに理解していただくことを目

的にしています。 

    なお、実行命令の詳細については、「SH-1/SH-2/SH-DSP ソフトウェアマニュアル」に記載しておりま

すので、あわせてご覧ください。 
 
読み方  

• 機能全体を理解しようとするとき。 

→ 目次にしたがって読んでください。 

  本書は、大きく分類すると、CPU、システム制御機能、周辺機能、電気的特性の順に構成されています。 

• CPU機能の詳細を理解したいとき。 

 → 別冊の「SH-1/SH-2/SH-DSP ソフトウェアマニュアル」を参照してください。 

• レジスタ名がわかっていて、詳細機能を知りたいとき。 

 → 本書の後ろに、「索引」があります。索引からページ番号を検索してください。 

  「第18章 レジスタ一覧」にアドレス、ビット内容、初期化についてまとめています。 
 
凡例  レジスタ表記 ：シリアルコミュニケーションなど、同一または類似した機能が複数チャネルに存在す

る場合に、次の表記を使用します。 

XXX_N （XXXは基本レジスタ名称、Nはチャネル番号） 

   ビット表記  ：左側が上位ビット、右側が下位ビットの順に表記します。 

   数字の表記  ：2進数は B'xxxx、16進数は H'xxxx、10進数は xxxx 

   信号の表記  ：ローアクティブの信号にはオーバーバーを付けます。xxxx 
 
関連資料一覧 ウェブ・サイトに最新資料を掲載しています。ご入手の資料が最新版であるかを確認してください。 

       ( http://japan.renesas.com/ ) 
 



 

 

• SH7606グループに関するユーザーズマニュアル 

資料名 資料番号 

SH7606グループ ハードウェアマニュアル 本マニュアル 

SH-1/SH-2/SH-DSPソフトウェアマニュアル RJJ09B0228 

 

• 開発ツール関連ユーザーズマニュアル 

資料名 資料番号 

SuperH RISC engine C/C++コンパイラ、アセンブラ、最適化リンケージエディタ V.9.00 

ユーザーズマニュアル 

RJJ10B0156 

SuperH RISC engine High-performance Embedded Workshop3ユーザーズマニュアル RJJ10B0028 

SuperH RISC engine High-Performance Embedded Workshop3チュートリアル RJJ10B0026 

 

• アプリケーションノート 

資料名 資料番号 

SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージアプリケーションノート RJJ05B0557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
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1. 概要 

本 LSIは、ルネサス テクノロジの RISC（Reduced Instruction Set Computer）方式の CPUをコアにして、各種の

周辺機能を集積した CMOSシングルチップ・マイコンです。 

本 LSIの CPUは、RISC（Reduced Instruction Set Computer）方式の命令セットを持っており、基本的に 1命令 1

サイクルで動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。また内部 32ビット構成となっており、デー

タ処理能力を強化しています。本 LSIの CPUによって、従来のマイコンでは実現が不可能だった、高速性が要求

されるリアルタイム制御などのアプリケーションでも、より低コストでかつ高性能／高機能なシステムを組むこ

とができるようになります。 

本 LSIは、システムで必要な周辺機能として、キャッシュメモリ、RAM、タイマ、FIFO内蔵シリアルコミュニ

ケーションインタフェース（SCIF）、ホストインタフェース（HIF）、割り込みコントローラ（INTC）、I/Oポー

トなどをサポートします。 

また、本 LSIでは外部メモリアクセスサポート機能により、通常メモリ、SDRAM、PCMCIAと直接接続が行え

ます。 

これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。 
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1.1 特長 
表 1.1 SH7606の特長 

項目 特   長 

CPU • 32ビット RISC（Reduced Instruction Set Computer）タイプ CPU 

• 命令長：16ビット固定による、コード効率の向上 

• ロードストアアーキテクチャ（基本演算はレジスタ間で実行） 

• 汎用レジスタ：32ビット×16本 

• パイプライン：5段パイプライン方式 

• 乗算器内蔵：32×32→64乗算を 2～5サイクル実行 

• 基本命令：62種類、C言語指向の命令セット 

【注意】スロット不当命令の仕様に関して従来の SH2コアと異なる点がありますので、ご注意くださ

い。詳細は、「第 5章 例外処理」の「5.8 使用上の注意事項」を参照ください。 

ユーザブレーク 

コントローラ（UBC） 

• アドレス、データ値、アクセスタイプ、データサイズはすべてブレーク条件として設定可能 

• シーケンシャルブレーク機能をサポート 

• 2本のブレークチャネル 

Uメモリ • 4Kバイト 

キャッシュメモリ • 命令、データ混在のユニファイドタイプ 

• 4ウェイセットアソシアティブの連想方式 

• ライトスルー、ライトバックを選択可能 

• 16Kバイト 

バスステート 

コントローラ（BSC） 

• それぞれ最大 64Mバイトの 3つの領域エリア 0、3、4および最大 32Mバイトの 2つの領域エリア

5B、6Bの合計 5エリアのアドレス空間をサポート（アドレスマップ 1モード） 

• それぞれ最大 64Mバイトの５つの領域エリア 0、3、4、5、6の合計 5エリアのアドレス空間をサポ

ート（アドレスマップ 2モード） 

• 外部バス 16ビット 

• 各エリアには独立に次の機能を設定可能： 

- バスサイズ（8、16ビット） 

- アクセスウェイトサイクル数 

- アイドルウェイトサイクル設定 

- エリアごとに接続するメモリを指定することによって SRAM、SDRAM、PCMCIAとの直結が可能。 

- 該当する領域にチップセレクト信号（CS0、CS3、CS4、CS5B、CS6B）を出力 

• SDRAMリフレッシュ機能 

- オートリフレッシュおよびセルフリフレッシュモードをサポート 

• SDRAMバーストアクセス機能 

• PCMCIAアクセス機能 

- JEIDA仕様 Ver4.2準拠、2スロット 

• ビッグ／リトルエンディアン切り替え可能（モード端子による全空間一括切り替え） 
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項目 特   長 

割り込み 

コントローラ（INTC） 

• 9本の外部割り込み端子（NMI、IRQ7～IRQ0） 

• 内蔵周辺割り込み：モジュールごとに優先順位を設定 

• ベクタアドレス：割り込み要因ごとに固有のベクタアドレス 

ユーザデバッグ 

インタフェース 

（H-UDI） 

• JTAGインタフェースエミュレータのサポート 

• JTAG標準端子配置 

クロック発振器

（CPG） 

• クロックモード：入力クロックを外部入力、水晶発振子から選択可能 

• 3種類のクロックを生成 

- CPUクロック：100MHz（MAX） 

- バスクロック：50MHz（MAX） 

- 周辺クロック：50MHz（MAX） 

• パワーダウンモードのサポート 

- スリープモード 

- ソフトウェアスタンバイモード 

• 4種類のクロックモード（PLL2の×2／×4選択およびクロック／水晶発振子のどちらかを選択可能） 

ホストインタ 

フェース（HIF） 

• 1Kバイト×2バンク：計 2Kバイトのバッファ RAM内蔵 

• バッファ RAMと外部デバイスは 16本のデータ端子でパラレル接続 

• バッファ RAMと本 LSIの CPUとは内部バスでパラレル接続 

• 外部デバイスは、レジスタインデックス指定後に、所望のレジスタをアクセス可能（ただし、バッフ

ァ RAM連続アクセス時はアドレス自動更新可能） 

• エンディアン切り替え可能 

• 外部デバイスに対して割り込み要求可能 

• 本 LSIの CPUに対して内部割り込み要求可能 

• 外部デバイスがバッファ RAMに命令コードをあらかじめ格納しておくことで、バッファ RAMから

ブート可能 

コンペアマッチ 

タイマ（CMT） 

• 16ビットカウンタ 

• コンペアマッチ割り込み発生 

• 2チャネル 

FIFO内蔵シリアル 

コミュニケーション

インタフェース

（SCIF） 

• クロック同期／調歩同期モード 

• 送受信用 FIFOおのおの 16バイト内蔵 

• 高速な UART 

• UARTは FIFOストップ／FIFOトリガサポート 

• フロー制御可能（チャネル 0、1のみ） 

• 3チャネル 

I/Oポート • 78本の汎用入出力端子 

• 入出力兼用ポートはビットごとに入出力切り替え可能 

パッケージ • BP1313-176（0.8ピッチ） 

電源電圧 • I/O：3.0～3.6V 内部：1.5±0.1V（外部から 2電源供給） 
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1.2 ブロック図 
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図 1.1 ブロック図 
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1.3 ピン配置図 
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図 1.2 ピン配置図 
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1.4 端子機能 
 

表 1.2 端子機能 

分類 記号 入出力 名称 機   能 

Vcc 入力 電源 LSI内部論理用の電源です。すべての Vcc端子をシステム

の電源に接続してください。開放端子があると動作しませ

ん。 

Vss 入力 グランド グランド端子です。すべての Vss端子をシステム電源（0V）

に接続してください。開放端子があると動作しません。 

VccQ 入力 電源 入出力端子用電源です。すべての VccQ端子をシステムの

電源に接続してください。開放端子があると動作しません。 

電源 

VssQ 入力 グランド グランド端子です。すべての VssQ端子をシステム電源

（0V）に接続してください。開放端子があると動作しませ

ん。 

Vcc（PLL1） 入力 PLL1用電源 内蔵 PLL1発振器用の電源端子です。 

Vss（PLL1） 入力 PLL1用グランド 内蔵 PLL1発振器用のグランド端子です。 

Vcc（PLL2） 入力 PLL2用電源 内蔵 PLL2発振器用の電源端子です。 

Vss（PLL2） 入力 PLL2用グランド 内蔵 PLL2発振器用のグランド端子です。 

EXTAL 入力 外部クロック 水晶発振子を接続します。また、EXTAL端子は外部クロッ

クを入力することもできます。外部クロック入力の場合の

接続例については、「第 8章 クロック発振器（CPG）」

を参照してください。 

XTAL 出力 クリスタル 水晶発振子を接続します。 

クロック 

CKIO 出力 システムクロック 外部デバイスにシステムクロックを供給します。 

動作モード 

コントロール 

MD5、 

MD3～MD0 

入力 モード設定 動作モードを設定します。これらの端子は動作中には変化

させないでください。 

MD2～MD0はクロックモード設定用、MD3はエリア 0の

バス幅モード設定用、MD5はエンディアン設定用です。 

システム制御 RES 入力 パワーオン 

リセット 

この端子がローレベルになると、パワーオンリセット状態

になります。 

NMI 入力 ノンマスカブル 

割り込み 

ノンマスカブル割り込み要求端子です。使用しない場合は

ハイレベルに固定してください。 

割り込み 

IRQ7～IRQ0 入力 割り込み要求 7～0 マスク可能な割り込み要求端子です。 

レベル入力、エッジ入力の選択が可能です。エッジ入力の

場合、立ち上がり、立ち下がりの選択が可能です。 

アドレスバス A25～A0 出力 アドレスバス アドレスを出力します。 

データバス D15～D0 入出力 データバス 16ビットの双方向バスです。 
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分類 記号 入出力 名称 機   能 

CS0、 

CS3～CS4、

CS5B、CS6B

出力 チップセレクト 0、

3～4、5B、6B 

外部メモリまたはデバイスのためのチップセレクト信号で

す。 

RD 出力 読み出し 外部のデバイスから読み出すことを示します。 

RD/WR 出力 リード／ライト リード／ライト信号 

BS 出力 バス開始 バスサイクル開始 

WE1 出力 上位側書き込み 外部メモリまたはデバイスのデータのビット 15～8に書き

込みすることを示します。 

WE0 出力 下位側書き込み 外部メモリまたはデバイスのデータのビット 7～0に書き

込みすることを示します。 

WAIT 入力 ウェイト 外部空間をアクセスするときのバスサイクルにウェイトサ

イクルを挿入させる入力です。 

RAS 出力 RAS SDRAMの RAS端子に接続します。 

CAS 出力 CAS SDRAMの CAS端子に接続します。 

CKE 出力 クロック 

イネーブル 

SDRAMの CKE端子に接続します。 

DQMLU 出力 上位側選択 SDRAMのデータバスビット 15～8を選択します。 

DQMLL 出力 下位側選択 SDRAMのデータバスビット 7～0を選択します。 

CE1A 出力 PCMCIAカード 

セレクト下位側 

エリア 5接続の PCMCIA用チップイネーブル 

CE1B 出力 PCMCIAカード 

セレクト下位側 

エリア 6接続の PCMCIA用チップイネーブル 

CE2A 出力 PCMCIAカード 

セレクト上位側 

エリア 5接続の PCMCIA用チップイネーブル 

CE2B 出力 PCMCIAカード 

セレクト上位側 

エリア 6接続の PCMCIA用チップイネーブル 

ICIOWR 出力 PCMCIA I/O 

ライトストローブ

PCMCIA I/Oライトストローブを接続します。 

ICIORD 出力 PCMCIA I/O 

リードストローブ

PCMCIA I/Oリードストローブを接続します。 

WE 出力 PCMCIAメモリ 

ライトストローブ

PCMCIAメモリライトストローブを接続します。 

バス制御 

IOIS16 入力 PCMCIA 

ダイナミックバス

サイジング 

リトルエンディアン時、PCMCIAの 16ビット幅 I/Oを示

します。ビッグエンディアン時は、ローレベル固定にして

ください。 
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分類 記号 入出力 名称 機   能 

TXD2～TXD0 出力 送信データ 送信データ用の端子です。 

RXD2～

RXD0 

入力 受信データ 受信データ用の端子です。 

SCK2～SCK0 入出力 シリアルクロック クロック入力端子です。 

RTS1～RTS0 出力 送信要求 モデムコントロール端子です。SCIF1、0のみ対応します。 

FIFO内蔵 

シリアルコミュ

ニケーション 

インタフェース 

CTS1～CTS0 入力 送信可 モデムコントロール端子です。SCIF1、0のみ対応します。 

HIFD15～

HIFD00 

入出力 HIFデータバス HIFへのアドレス／データ／コマンド入出力です。 

HIFCS 入力 HIFチップ 

セレクト 

HIFへのチップセレクト入力です。 

HIFRS 入力 HIFレジスタ 

セレクト 

HIFへのアクセス種別切り替え指示です。 

HIFWR 入力 HIFライト ライトストローブ信号です。 

HIFRD 入力 HIFリード リードストローブ信号です。 

HIFINT 出力 HIF割り込み HIFから外部デバイスへの割り込み要求です。 

HIFMD 入力 HIFモード HIFブートモードを指定します。 

ホストインタ 

フェース 

HIFDREQ 出力 HIFDMAC転送 

要求 

外部デバイスに対して HIFRAMへの DMAC転送を要求し

ます。 

HIFRDY 出力 HIFブートレディ 本 LSI内部で、HIFモジュールのリセットが解除され、外

部デバイスから HIFモジュールへのアクセスを受け付け可

能になったことを示します。 

 

HIFEBL 入力 HIF端子 

イネーブル 

ハイレベルを入力することで、本端子以外の HIF端子を活

性化します。 

TCK 入力 テストクロック テストクロック入力端子です。 

TMS 入力 テストモード 

セレクト 

テストモードセレクト信号入力端子です。 

TDI 入力 テストデータ入力 インストラクションとデータのシリアル入力端子です。 

TDO 出力 テストデータ出力 インストラクションとデータのシリアル出力端子です。 

ユーザデバッグ

インタフェース

（H-UDI） 

TRST 入力 テストリセット 初期化信号入力端子です。 

PA25～PA16 入出力 汎用ポート 10ビットの汎用入出力ポート端子です。 

PB13～PB00 入出力 汎用ポート 14ビットの汎用入出力ポート端子です。 

PC20～PC00 入出力 汎用ポート 21ビットの汎用入出力ポート端子です。 

PD07～PD00 入出力 汎用ポート 8ビットの汎用入出力ポート端子です。 

I/Oポート 

PE24～PE00 入出力 汎用ポート 25ビットの汎用入出力ポート端子です。 

エミュレータ 

インタフェース 

ASEMD 入力 ASEモード ASEモードを設定します。 

本端子にローレベルを入力すると ASEモードになり、ハイ

レベルを入力すると通常モードになります。ASEモードで

は、エミュレータ専用の機能が使用可能になります。 
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分類 記号 入出力 名称 機   能 

テストモード TESTMD 入力 テストモード テストモードを設定します。 

本端子にローレベルを入力するとテストモードになりま

す。本端子は常にハイレベルを入力してください。 

 TESTOUT 

TESTOUT2 

出力 テスト出力 テスト用出力端子です。本端子には何も接続しないでくだ

さい。 
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表 1.3 各端子の入出力属性一覧 

ピン番号 機能名 入出力属性 

A1 VccQ Power 

A2 PA25/A25 IO／O 

A3 PA22/A22 IO／O 

A4 Vcc Power 

A5 PA18/A18 IO／O 

A6 PB08/（CS6B/CE1B） IO／O／O 

A7 VccQ Power 

A8 PB05/ICIORD IO／O 

A9 RD O 

A10 A13 O 

A11 Vss Power 

A12 A09 O 

A13 A06 O 

A14 VssQ Power 

A15 VccQ Power 

B1 VssQ Power 

B2 PD7/IRQ7/SCK2 IO／I／IO 

B3 PA24/A24 IO／O 

B4 Vss Power 

B5 PA19/A19 IO／O 

B6 PA16/A16 IO／O 

B7 VssQ Power 

B8 PB06/ICIOWR IO／O 

B9 PB11/CS4 IO／O 

B10 A14 O 

B11 Vcc Power 

B12 A07 O 

B13 A04 O 

B14 A02 O 

B15 A01 O 

C1 PD3/IRQ3/RxD1 IO／I／I 

C2 PD5/IRQ5/TxD2 IO／I／O 

C3 PD6/IRQ6/RxD2 IO／I／I 

C4 PA21/A21 IO／O 

C5 PA17/A17 IO／O 

C6 PB07/CE2B IO／O 
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ピン番号 機能名 入出力属性 

C7 PB09/CE2A IO／O 

C8 PB00/WAIT IO／I 

C9 PB13/BS IO／O 

C10 A12 O 

C11 A10 O 

C12 A05 O 

C13 A03 O 

C14 A00 O 

C15 PB04/RAS IO／O 

D1 PD0/IRQ0 IO／I 

D2 PD2/IRQ2/TxD1 IO／I／O 

D3 PD4/IRQ4/SCK1 IO／I／IO 

D4 PA23/A23 IO／O 

D5 PA20/A20 IO／O 

D6 PB10/（CS5B/CE1A） IO／O／O 

D7 PB01/IOIS16 IO／I 

D8 CS0 O 

D9 A15 O 

D10 A11 O 

D11 A08 O 

D12 PB12/CS3 IO／O 

D13 PB03/CAS IO／O 

D14 Vss Power 

D15 Vcc Power 

E1 Vss Power 

E2 Vcc Power 

E3 PE08/HIFCS IO／I 

E4 PD1/IRQ1 IO／I 

E12 PB02/CKE IO／O 

E13 （WE0/DQMLL） O／O 

E14 RD/(WR) O 

E15 （WE1/DQMLU/WE） O／O／O 

F1 PE22/HIFD13/CTS0 IO／IO／I 

F2 PE21/HIFD12/RTS0 IO／IO／O 

F3 PE23/HIFD14/RTS1 IO／IO／O 

F4 PE24/HIFD15/CTS1 IO／IO／I 

F12 D09 IO 
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ピン番号 機能名 入出力属性 

F13 D08 IO 

F14 VssQ Power 

F15 VccQ Power 

G1 PE18/HIFD09/TxD1 IO／IO／O 

G2 PE17/HIFD08/SCK0 IO／IO／IO 

G3 PE19/HIFD10/RxD1 IO／IO／I 

G4 PE20/HIFD11/SCK1 IO／IO／IO 

G12 Vcc Power 

G13 Vss Power 

G14 D10 IO 

G15 D11 IO 

H1 PE16/HIFD07/RxD0 IO／IO／I 

H2 PE15/HIFD06/TxD0 IO／IO／O 

H3 Vss Power 

H4 Vcc Power 

H12 D15 IO 

H13 D14 IO 

H14 D12 IO 

H15 D13 IO 

J1 PE12/HIFD03 IO／IO 

J2 PE11/HIFD02 IO／IO 

J3 PE13/HIFD04 IO／IO 

J4 PE14/HIFD05 IO／IO 

J12 Vcc Power 

J13 Vss Power 

J14 MD2 I 

J15 CKIO IO 

K1 VccQ Power 

K2 VssQ Power 

K3 PE09/HIFD00 IO／IO 

K4 PE10/HIFD01 IO／IO 

K12 D04 IO 

K13 D05 IO 

K14 D07 IO 

K15 D06 IO 

L1 PE06/HIFWR IO／I 

L2 PE05/HIFRD IO／I 
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ピン番号 機能名 入出力属性 

L3 PE07/HIFRS IO／I 

L4 PE04/HIFINT IO／O 

L12 D00 IO 

L13 D01 IO 

L14 D02 IO 

L15 D03 IO 

M1 Vcc Power 

M2 Vss Power 

M3 PE03/HIFMD IO／I 

M4 PE01/HIFRDY IO／O 

M5 PC02 IO 

M6 PC18 IO 

M7 PC05 IO 

M8 Vcc Power 

M9 PC19 IO 

M10 MD5 I 

M11 TRST I 

M12 VccQ Power 

M13 Vcc(PLL2) Power 

M14 VssQ Power 

M15 VccQ Power 

N1 PE02/HIFDREQ IO／O 

N2 PE00/HIFEBL IO／I 

N3 PC09 IO 

N4 PC08 IO 

N5 PC10 IO 

N6 PC11 IO 

N7 PC06 IO 

N8 Vss Power 

N9 TESTOUT O 

N10 TCK I 

N11 TDO O 

N12 ASEMD I 

N13 Vcc(PLL1) Power 

N14 Vss(PLL2) Power 

N15 MD1 I 

P1 PC17 IO 
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ピン番号 機能名 入出力属性 

P2 PC16 IO 

P3 PC15 IO 

P4 PC01 IO 

P5 Vcc Power 

P6 PC04 IO 

P7 PC12 IO 

P8 PC20 IO 

P9 MD3 I 

P10 VssQ Power 

P11 TMS I 

P12 NMI I 

P13 EXTAL I 

P14 VssQ Power 

P15 Vss(PLL1) Power 

R1 VccQ Power 

R2 VssQ Power 

R3 PC00 IO 

R4 PC03 IO 

R5 Vss Power 

R6 PC13 IO 

R7 PC07 IO 

R8 PC14 IO 

R9 TESTOUT2 O 

R10 VccQ Power 

R11 TDI I 

R12 RES I 

R13 TESTMD I 

R14 XTAL O 

R15 MD0 I 
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2. CPU 

2.1 特長 
• 汎用レジスタ：32ビット×16本 

• 基本命令：62種類 

• アドレッシングモード：11種類 

レジスタ直接（Rn） 

レジスタ間接（@Rn） 

ポストインクリメントレジスタ間接（@Rn+） 

プリデクリメントレジスタ間接（@-Rn） 

ディスプレースメント付きレジスタ間接（@disp:4,Rn） 

インデックス付きレジスタ間接（@R0,Rn） 

ディスプレースメント付きGBR間接（@disp:8,GBR） 

インデックス付きGBR間接（@R0,GBR） 

ディスプレースメント付きPC相対（@disp:8,PC） 

PC相対（disp:8/disp:12/Rn） 

イミディエイト（#imm:8） 
 

2.2 レジスタの構成 
レジスタは、汎用レジスタ（32ビット×16本）、コントロールレジスタ（32ビット×3本）、システムレジス

タ（32ビット×4本）の 3種類があります。 
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31 0

R0*1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15、SP（ハードウェアスタックポインタ）*2

【注】*1  インデックス付きレジスタ間接、インデックス付きGBR間接アドレッシング
　　　　  モードのインデックスレジスタとしても使用します。命令によってはソースまたは
　　　　  デスティネーションレジスタをR0に固定しているものがあります。
 　　  *2   R15は例外処理の中で、ハードウェアスタックポインタとして使用されます。

汎用レジスタ（Rn）

ステータスレジスタ（SR）

グローバルベースレジスタ（GBR）

ベクタベースレジスタ（VBR）

積和レジスタ（MAC）

プロシージャレジスタ（PR）

プログラムカウンタ（PC）

31 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

0

31

M

GBR

31

VBR

Q I3 I2 I1 I0 S T

31 0

MACH

31 0

PR

31 0

PC

MACL

 

図 2.1 CPU内部レジスタ構成 
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2.2.1 汎用レジスタ（Rn） 

汎用レジスタ（Rn）は、32ビットの長さで、R0から R15までの 16本あります。汎用レジスタは、データ処理、

アドレス計算に使われます。R0は、インデックスレジスタとしても使用します。いくつかの命令では使用できる

レジスタが R0に固定されています。R15 は、ハードウェアスタックポインタ（SP）として使われます。例外処

理でのステータスレジスタ（SR）とプログラムカウンタ（PC）の退避、回復は R15を用いてスタックを参照し行

います。 
 

2.2.2 コントロールレジスタ 

コントロールレジスタは 32ビットの長さで、ステータスレジスタ（SR）、グローバルべースレジスタ（GBR）、

ベクタベースレジスタ（VBR）の 3本があります。SRは処理の状態を表します。GBRは GBR間接アドレッシン

グモードのベースアドレスとして使用し、内蔵周辺モジュールのレジスタのデータ転送などに使用します。VBR 

は割り込みを含む例外処理ベクタ領域のベースアドレスとして使用します。 
 

（1） ステータスレジスタ（SR） 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～10 － すべて 0 R/W リザーブビット 

0が読み出されます。書き込みは必ず 0を書き込んでください。 

9 M 不定 R/W DIV0U、DIV0S、DIV1命令で使います。 

8 Q 不定 R/W DIV0U、DIV0S、DIV1命令で使います。 

7 

6 

5 

4 

I3 

I2 

I1 

I0 

1 

1 

1 

1 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

割り込みマスクビット 

3、2 － すべて 0 R/W リザーブビット 

0が読み出されます。書き込みは必ず 0を書き込んでください。 

1 S 不定 R/W Sビット 

積和命令で使います。 

0 T 不定 R/W Tビット 

以下の命令では、真(1)、偽(0)を表します。 

MOVT、CMP/cond、TAS、TST、BT (BT/S)、BF(BF/S)、SETT、CLRT 

以下の命令では、キャリ、ボロー、オーバフロー、アンダフローなどを表しま

す。 

ADDV、ADDC、SUBV、SUBC、NEGC、DIV0U、DIV0S、DIV1、SHAR、SHAL、

SHLR、SHLL、ROTR、ROTL、ROTCR、ROTCL 
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（2） グローバルベースレジスタ（GBR） 

GBR間接アドレッシングモードのベースアドレスを示します。GBR間接アドレッシングモードは、内蔵周辺モ

ジュールのレジスタ領域などのデータ転送と論理演算に使用します。 
 

（3） ベクタベースレジスタ（VBR） 

例外処理ベクタ領域のベースアドレスを示します。 
 

2.2.3 システムレジスタ 

システムレジスタは 32ビットの長さで、積和レジスタ（MACH、MACLの 2本）、プロシージャレジスタ（PR）、

プログラムカウンタ（PC）の 4本があります。 
 

（1） 積和レジスタ（MAC） 

乗算、積和演算の結果の格納レジスタです。 
 

（2） プロシージャレジスタ（PR） 

サブルーチンプロシージャからの戻り先アドレスの格納レジスタです。 
 

（3） プログラムカウンタ（PC） 

PCは現在実行中の命令の 4バイト（2命令）先を示しています。 
 

2.2.4 レジスタの初期値 

リセット後のレジスタの値を表 2.1に示します。 
 

表 2.1 レジスタの初期値 

区分 レジスタ 初期値 

R0～R14 不定 汎用レジスタ 
R15（SP） ベクタアドレステーブル中の SPの値 

SR I3～I0は 1111（H'F）、予約ビットは 0、その他は不定 

GBR 不定 

コントロールレジスタ 

VBR H'00000000 

MACH、MACL、PR 不定 システムレジスタ 
PC ベクタアドレステーブル中の PCの値 
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2.3 データ形式 

2.3.1 レジスタのデータ形式 

レジスタオペランドのデータサイズは常にロングワード（32ビット）です。メモリ上のデータをレジスタヘロ

ードするとき、メモリオペランドのデータサイズがバイト（8ビット）、もしくはワード（16ビット）の場合は、

ロングワードに符号拡張し、レジスタに格納します。 

31 0

ロングワード  

図 2.2 レジスタのデータ形式 

2.3.2 メモリのデータ形式 

メモリのデータ形式は、バイト、ワード、ロングワードに分けられます。バイトデータは任意のアドレスから

アクセスできますが、2n以外のアドレスから始まるワードデータ、または 4n以外のアドレスから始まるロングワ

ードにアクセスしようとするとアドレスエラーが発生します。このような場合、アクセスするデータは保証でき

ません（図 2.3）。 

バイト0 バイト1 バイト2 バイト3

ワード0 ワード1

ロングワード

ビッグエンディアン

31 23 15 7

アドレスA＋1

アドレスA＋4

アドレスA＋8

アドレスA

アドレスA

アドレスA＋3

アドレスA＋2

0

バイト3 バイト2 バイト1 バイト0

ワード1 ワード0

ロングワード

リトルエンディアン

31 23 15 7

アドレスA＋10

アドレスA＋4

アドレスA＋8

アドレスA＋11

アドレスA

アドレスA＋8

アドレスA＋9

0

 

図 2.3 メモリ上でのデータ形式 

データ形式は、リセット時のモード端子によってビッグエンディアンかリトルエンディアンのいずれかのバイ

ト順を選択できます。モード端子の詳細については、「第 7章 バスステートコントローラ（BSC）」を参照し

てください。 

2.3.3 イミディエイトデータのデータ形式 

バイト（8ビット）のイミディエイトデータは命令コードの中に配置します。 

MOV、ADD、CMP/EQ命令ではイミディエイトデータを符号拡張後、ロングワードで演算します。一方、TST、

AND、OR、XOR命令ではイミディエイトデータをゼロ拡張後、ロングワードで演算します。したがって、AND

命令でイミディエイトデータを用いると、デスティネーションレジスタの上位 24ビットは常にクリアされます。 

ワードとロングワードのイミディエイトデータは命令コードの中に配置せず、メモリ上のテーブルに配置しま

す。メモリ上のテーブルは、ディスプレースメント付き PC相対アドレッシングモードを使ったイミディエイトデ

ータのデータ転送命令（MOV）で、参照します。 
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2.4 命令の特長 

2.4.1 RISC方式 

命令は RISC方式です。特長は次のとおりです。 

（1） 16ビット固定長命令 

命令長はすべて 16ビット固定長です。これによりプログラムのコード効率が向上します。 
 

（2） 1命令／1ステート 

パイプライン方式を採用し、基本命令は、1命令を 1ステートで実行できます。40MHz動作時、1ステートは

25nsになります。 
 

（3） データサイズ 

演算の基本的なデータサイズはロングワードです。メモリのアクセスサイズは、バイト／ワード／ロングワー

ドを選択できます。メモリのバイトとワードのデータは符号拡張後、ロングワードで演算されます。イミディエ

イトデータは算術演算では符号拡張後、論理演算ではゼロ拡張後、ロングワードで演算されます。 
 

表 2.2 ワードデータの符号拡張 

本 LSIの CPU 説明 他の CPUの例 

MOV.W @(disp, PC), R1 

ADD R1, R0 

 ........ 

.DATA.W  H'1234 

32ビットに符号拡張され、R1は H'00001234

になります。 

次に ADD命令で演算されます。 

ADD.W #H'1234, R0 

【注】 @(disp, PC)でイミディエイトデータを参照します。 
 

（4） ロードストアアーキテクチャ 

基本演算はレジスタ間で実行します。メモリとの演算は、レジスタにデータをロードし実行します（ロードス

トアアーキテクチャ）。ただし、ANDなどのビットを操作する命令は直接メモリに対して実行します。 
 

（5） 遅延分岐 

無条件分岐命令は、遅延分岐命令です。遅延分岐命令の場合、遅延分岐命令の直後の命令を実行してから、分

岐します。これにより、分岐時のパイプラインの乱れを軽減しています。条件付分岐命令には遅延分岐命令と通

常分岐命令の 2つがあります。 
 

表 2.3 遅延分岐命令 

本 LSIの CPU 説   明 他の CPUの例 

BRA TRGET 

ADD R1, R0 

TRGETに分岐する前に ADDを実行します。 ADD.W R1, R0 

BRA TRGET 
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（6） 乗算／積和演算 

16×16→32の乗算を 1～2ステート、16×16＋64→64の積和演算を 2～3ステートで実行します。32×32→64

の乗算や、32×32＋64→64の積和演算を 2～4ステートで実行します。 
 

（7） Ｔビット 

比較結果は SRの Tビットに反映し、その真、偽によって条件分岐します。必要最小限の命令によってのみ T

ビットを変化させ、処理速度を向上させています。 
 

表 2.4 Tビット 

本 LSI の CPU 説   明 他の CPUの例 

CMP/GE R1, R0 

BT TRGET0 

BF TRGET1 

R0≧R1のとき Tビットがセットされます。 

R0≧R1のとき TRGET0へ分岐します。 

R0＜R1のとき TRGET1へ分岐します。 

CMP.W R1, R0 

BGE TRGET0 

BLT TRGET1 

ADD #-1, R0 

CMP/EQ #0, R0 

BT TRGET 

ADDでは Tビットが変化しません。 

R0 = 0 のとき Tビットがセットされます。 

R0 = 0 のとき分岐します。 

SUB.W #1, R0 

BEQ TRGET 

 

（8） イミディエイトデータ 

バイト（8ビット）のイミディエイトデータは命令コードの中に配置します。ワードとロングワードのイミディ

エイトデータは命令コードの中に配置せず、メモリ上のテーブルに配置します。メモリ上のテーブルは、ディス

プレースメント付き PC相対アドレッシングモードを使ったイミディエイトデータの転送命令（MOV）で参照し

ます。 
 

表 2.5 イミディエイトデータによる参照 

区  分 本 LSIの CPU 他の CPUの例 

8ビットイミディエイト MOV #H'12, R0 MOV.B #H'12, R0 

 

16ビットイミディエイト 

MOV.W @(disp, PC), R0 

 …… 

.DATA.W H'1234 

MOV.W#H'1234, R0 

 

 

32ビットイミディエイト 

MOV.L @(disp, PC), R0 

 …… 

.DATA.L H'12345678 

MOV.L#H'12345678, R0 

 

【注】 ＠(disp, PC)でイミディエイトデータを参照します。 
 

（9） 絶対アドレス 

絶対アドレスでデータを参照するときは、あらかじめ絶対アドレスの値を、メモリ上のテーブルに配置してお

きます。命令実行時にイミディエイトデータをロードする方法で、この値をレジスタに転送し、レジスタ間接ア

ドレッシングモードでデータを参照します。 
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表 2.6 絶対アドレスによる参照 

区  分 本 LSIの CPU 他の CPUの例 

絶対アドレス MOV.L @(disp, PC), R1 

MOV.B @ R1, R0 

 ....... 

.DATA.L H'12345678 

MOV.B  @ H'12345678, R0 

【注】 ＠(disp, PC)でイミディエイトデータを参照します。 
 

（10）16ビット／32ビットディスプレースメント 

16ビット、または 32ビットディスプレースメントでデータを参照するときは、あらかじめディスプレースメン

トの値をメモリ上のテーブルに配置しておきます。命令実行時にイミディエイトデータをロードする方法でこの

値をレジスタに転送し、インデックス付きレジスタ間接アドレッシングモードでデータを参照します。 
 

表 2.7 ディスプレースメントによる参照 

区  分 本 LSI の CPU 他の CPUの例 

16ビットディスプレースメント MOV.W @(disp，PC), R0 

MOV.W @(R0，R1), R2 

 ...... 

.DATA.W H'1234 

MOV.W @(H'1234, R1), R2 

【注】 ＠(disp，PC)でイミディエイトデータを参照します。 
 

2.4.2 アドレッシングモード 

アドレッシングモードと実効アドレスの計算方法を表 2.8に示します。 
 

表 2.8 アドレッシングモードと実効アドレス 

アドレッシング 

モード 

命令 

フォーマット 

実行アドレスの計算方法 計算式 

レジスタ直接 Rn 実効アドレスはレジスタ Rn です 

（オペランドはレジスタ Rn の内容です）。 

－ 

レジスタ間接 @Rn 実効アドレスはレジスタ Rn の内容です。 

Rn Rn  

Rn 

ポストインクリメント 

レジスタ間接 

@Rn + 実効アドレスはレジスタ Rn の内容です。命令実行後

Rn に定数を加算します。定数はオペランドサイズがバ

イトのとき 1、ワードのとき 2、ロングワードのとき 4

です。 

Rn Rn

1/2/4

＋
Rn＋1/2/4

 

Rn 命令実行後 

バイト：Rn + 1→ Rn 

ワード：Rn + 2→ Rn 

ロングワード： 

Rn + 4→ Rn 
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アドレッシング 

モード 

命令 

フォーマット 

実行アドレスの計算方法 計算式 

プリデクリメント 

レジスタ間接 

@－Rn 実効アドレスは、あらかじめ定数を減算したレジスタ

Rn の内容です。定数はバイトのとき 1、ワードのとき

2、ロングワードのとき 4です。 

Rn

Rn－1/2/4

1/2/4

－
Rn－1/2/4

 

バイト：Rn－1→Rn 

ワード：Rn－2→Rn 

ロングワード： 

Rn－4→Rn 

（計算後の Rn で命令実

行） 

ディスプレースメント

付きレジスタ間接 

@ (disp:4, Rn) 実効アドレスはレジスタRnに4ビットディスプレース

メント dispを加算した内容です。dispはゼロ拡張後、

オペランドサイズによってバイトで 1倍、ワードで 2

倍、ロングワードで 4倍します。 

Rn

Rn

＋disp×1/2/4

1/2/4

＋disp(ゼロ拡張 )

×

 

バイト：Rn + disp 

ワード：Rn + disp× 2  

ロングワード： 

Rn + disp×4 

 

インデックス付き 

レジスタ間接 

@ (R0, Rn) 実効アドレスはレジスタ R n に R 0 を加算した内容で

す。 

＋

Rn

R0

Rn＋R0

 

Rn + R0 

ディスプレースメント 

付き GBR間接 

@(disp: 8, GBR) 実効アドレスはレジスタGBRに 8ビットディスプレー

スメント dispを加算した内容です。dispはゼロ拡張後、

オペランドサイズによってバイトで 1倍、ワードで 2

倍、ロングワードで 4倍します。 

GBR

GBR

＋disp×1/2/4

1/2/4

＋disp(ゼロ拡張 )

×

 

バイト：GBR + disp 

ワード：GBR+ disp×2 

ロングワード： 

GBR + disp×4 

インデックス付き

GBR間接 

@(R0, GBR) 実効アドレスはレジスタ GBRに R0 を加算した内容で

す。 

GBR

GBR＋R0

R0

＋

 

GBR + R0 
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アドレッシング 

モード 

命令 

フォーマット 

実行アドレスの計算方法 計算式 

ディスプレースメント 

付き PC相対 

@ (disp: 8, PC) 実効アドレスはレジスタPCに8ビットディスプレース

メント dispを加算した内容です。dispはゼロ拡張後、

オペランドサイズによってワードで 2倍、ロングワード

で 4倍します。さらにロングワードのときは PCの下位

2ビットをマスクします。 

PC

PC＋disp×2
または
PC＆

H'FFFFFFFC
＋disp×4

H'FFFFFFFC
＋

＆

×

2/4

disp(ゼロ拡張 )

*ロングワードのとき

*

 

ワード：PC + disp×2 

ロングワード： 

 PC & H'FFFFFFFC  

 + disp×4 

disp: 8 実効アドレスはレジスタPCに8ビットディスプレース

メント dispを符号拡張後 2倍し、加算した内容です。

PC

×

2

disp(符号拡張 ) ＋ PC＋disp×2

 

PC+ disp×2 

disp: 12 実効アドレスはレジスタ PCに 12ビットディスプレー

スメント dispを符号拡張後 2倍し、加算した内容です。

PC

×

2

disp(符号拡張 ) ＋ PC＋disp×2

 

PC+ disp×2 

PC相対 

Rn 実行アドレスはレジスタ PCに Rnを加算した内容で

す。 

PC

PC＋Rn

Rn

＋

 

PC + Rn 
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アドレッシング 

モード 

命令 

フォーマット 

実行アドレスの計算方法 計算式 

#imm:8 TST, AND, OR, XOR命令の 8ビットイミディエイト

immはゼロ拡張します。 

－ 

#imm:8 MOV, ADD, CMP/EQ命令の 8ビットイミディエイト

immは符号拡張します。 

－ 

イミディエイト 

#imm:8 TRAPA命令の8ビットイミディエイト immはゼロ拡張

後、4倍します。 

－ 

 

2.4.3 命令形式 

命令形式とソースオペランドとデスティネーションオペランドの意味を示します。命令コードによりオペラン

ドの意味が異なります。記号は次のとおりです。 

xxxx： 命令コード 

mmmm： ソースレジスタ 

nnnn： デスティネーションレジスタ 

iiii： イミディエイトデータ 

dddd： ディスプレースメント 
 

表 2.9 命令形式 

命令形式 ソ－スオペランド デスティネ－ション 

オペランド 

命令の例 

0形式 
xxxx xxxx xxxx xxxx

15 0

 
－ － NOP 

－ nnnn: レジスタ直接 MOVT  Rn 

コントロ－ルレジスタ 

またはシステムレジスタ

nnnn: レジスタ直接 STS  MACH, Rn 

n形式 
xxxx nnnn xxxx xxxx

15 0

 

コントロ－ルレジスタ 

またはシステムレジスタ

nnnn: プリデクリメント

レジスタ間接 

STC.L  SR, @－Rn 

mmmm: レジスタ直接 コントロ－ルレジスタ 

またはシステムレジスタ

LDC  Rm, SR 

mmmm: ポストインク

リメントレジスタ間接 

コントロ－ルレジスタ 

またはシステムレジスタ

LDC.L  @Rm+, SR 

mmmm: レジスタ間接 － JMP  @Rm 

m形式 
xxxx mmmm xxxx xxxx

15 0

 

mmmm: Rm を用いた

PC相対 

－ BRAF  Rm 
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命令形式 ソースオペランド デスティネーション 

オペランド 

命令の例 

mmmm: レジスタ直接 nnnn: レジスタ直接 ADD Rm, Rn 

mmmm: レジスタ直接 nnnn: レジスタ間接 MOV.L Rm, @Rn 

mmmm:  

ポストインクリメント 

レジスタ間接 

（積和演算） 

nnnn: * 

ポストインクリメント 

レジスタ間接 

（積和演算） 

MACH, MACL MAC.W @Rm+, @Rn+ 

mmmm:  

ポストインクリメント 

レジスタ間接 

nnnn: レジスタ直接 MOV.L @Rm+, Rn 

mmmm: レジスタ直接 nnnn: プリデクリメント

レジスタ間接 

MOV.L Rm, @-Rn 

nm形式 
xxxx nnnn mmmm xxxx

15 0

 

mmmm: レジスタ直接 nnnn: インデックス付き

レジスタ間接 

MOV.L Rm,@(R0, Rn) 

md 形式 
xxxx xxxx mmmm dddd

15 0

 
mmmmdddd: 

ディスプレースメント 

付きレジスタ間接 

R0（レジスタ直接） MOV.B @(disp, Rn),R0 

nd4形式 
xxxx xxxx nnnn dddd

15 0

 
R0（レジスタ直接） nnnndddd:  

ディスプレースメント 

付きレジスタ間接 

MOV.B R0,@ (disp,Rn) 

mmmm: レジスタ直接 nnnndddd:  

ディスプレースメント 

付きレジスタ間接 

MOV.L Rm,@(disp,Rn) nmd形式 
xxxx nnnn mmmm dddd

15 0

 

mmmmdddd:  

ディスプレースメント付

きレジスタ間接 

nnnn: レジスタ直接 MOV.L @(disp,Rm),Rn 

dddddddd:  

ディスプレースメント付

き GBR間接 

R0（レジスタ直接） MOV.L @(disp,GBR),R0 

R0（レジスタ直接） dddddddd:  

ディスプレースメント 

付き GBR間接 

MOV.L R0,@(disp,GBR) 

dddddddd:  

ディスプレースメント付

き PC相対 

R0（レジスタ直接） MOVA @(disp,PC),R0 

d形式 
xxxx xxxx dddd dddd

15 0

 

 

－ dddddddd: PC相対 BF label 
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命令形式 ソースオペランド デスティネーション 

オペランド 

命令の例 

d12形式 
xxxx dddd dddd dddd

15 0

 
－ dddddddddddd:  

PC相対 

BRA label   

 (label=disp+pc) 

nd8形式 
xxxx nnnn dddd dddd

15 0

 
dddddddd:  

ディスプレースメント 

付き PC相対 

nnnn: レジスタ直接 MOV.L @(disp,PC),Rn 

i i i i i i i i:  

イミディエイト 

インデックス付き GBR

間接 

AND.B #imm,@(R0,GBR) 

i i i i i i i i:  

イミディエイト 

R0（レジスタ直接） AND #imm, R0 

i形式 
xxxx xxxx i i i i i i i i

15 0

 

i i i i i i i i:  

イミディエイト 

－ TRAPA #imm 

ni形式 
xxxx nnnn i i i i i i i i

15 0

 
i i i i i i i i:  

イミディエイト 

nnnn: レジスタ直接 ADD #imm, Rn 

【注】 * 積和命令では nnnnは、ソースレジスタです。 
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2.5 命令セット 

2.5.1 分類順命令セット 

命令を分類順に表 2.10に示します。 
 

表 2.10 命令の分類 

分類 命令の種類 オぺコード 機   能 命令数 

MOV データ転送 

イミディエイトデータの転送 

周辺モジュールデータの転送 

構造体データの転送 

MOVA 実行アドレスの転送 

MOVT Ｔビットの転送 

SWAP 上位と下位の交換 

データ転送命令 5 

XTRCT 連結レジスタの中央切り出し 

39 

ADD 2進加算 

ADDC キャリ付き 2進加算 

ADDV オーバフロー付き 2進加算 

CMP/cond 比較 

DIV1 除算 

DIV0S 符号付き除算の初期化 

DIV0U 符号なし除算の初期化 

DMULS 符号付き倍精度乗算 

DMULU 符号なし倍精度乗算 

DT デクリメントとテスト 

EXTS 符号拡張 

EXTU ゼロ拡張 

MAC 積和演算、倍精度積和演算 

MUL 倍精度乗算 

MULS 符号付き乗算 

MULU 符号なし乗算 

NEG 符号反転 

NEGC ボロー付き符号反転 

SUB 2進減算 

SUBC ボロー付き 2進減算 

算術演算命令 21 

SUBV アンダフロー付き 2進減算 

33 
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分類 命令の種類 オぺコード 機   能 命令数 

AND 論理積演算 

NOT ビット反転 

OR 論理和演算 

TAS メモリテストとビットセット 

TST 論理積演算のＴビットセット 

論理演算命令 6 

XOR 排他的論理和演算 

14 

ROTL 1ビット左回転 

ROTR 1ビット右回転 

ROTCL Ｔビット付き 1ビット左回転 

ROTCR Ｔビット付き 1ビット右回転 

SHAL 算術的 1ビット左シフト 

SHAR 算術的 1ビット右シフト 

SHLL 論理的 1ビット左シフト 

SHLLn 論理的ｎビット左シフト 

SHLR 論理的 1ビット右シフト 

シフト命令 10 

SHLRn 論理的ｎビット右シフト 

14 

BF 条件分岐、遅延付き条件分岐 

（Ｔ＝0で分岐） 

BT 条件分岐、遅延付き条件分岐 

（Ｔ＝1で分岐） 

BRA 無条件分岐 

BRAF 無条件分岐 

BSR サブルーチンプロシージャへの分岐 

BSRF サブルーチンプロシージャへの分岐 

JMP 無条件分岐 

JSR サブルーチンプロシージャへの分岐 

分岐命令 9 

RTS サブルーチンプロシージャからの復帰 

11 
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分類 命令の種類 オぺコード 機   能 命令数 

CLRT Ｔビットのクリア 

CLRMAC MACレジスタのクリア 

LDC コントロールレジスタへのロード 

LDS システムレジスタへのロード 

NOP 無操作 

RTE 例外処理からの復帰 

SETT Ｔビットのセット 

SLEEP 低消費電力状態への遷移 

STC コントロールレジスタからのストア 

STS システムレジスタからのストア 

システム制御命令 11 

TRAPA トラップ例外処理 

31 

 計 62   142 

 
命令の命令コード、動作、実行ステートを、以下の形式で分類順に説明します。 

 
命令 命令コード 動作の概略 実行ステート Ｔビット 

ニーモニックで表示してい

ます。 

 

記号の説明 

OP.Sz SRC, DEST 

 OP :オペコード 

 Sz :サイズ 

 SRC :ソース 

DEST :デスティネーション

Rm :ソースレジスタ 

Rn :デスティネーション 

レジスタ 

imm :イミディエイトデー

タ 

disp : ディスプレース 

メント*2 

MSB ←→ LSB の順で表

示しています。 

 

記号の説明 

mmmm :ソース 

レジスタ 

nnnn :デスティネーション 

レジスタ 

   0000 :  R0 

   0001 :  R1 

   ……… 

   1111 :  R15 

i i i i :イミディエイト 

データ 

dddd :ディスプレース 

メント 

動作の概略を表示していま

す。 

 

記号の説明 

→、← : 転送方向 

(xx) :メモリオペランド 

M/Q/T : SR 内のフラグ 

ビット 

& :ビットごとの論理積 

｜:ビットごとの論理和 

^ :ビットごとの排他的論 

理和 

~:ビットごとの論理否定 

<<n :左ｎビットシフト 

>>n :右ｎビットシフト 

ノーウェイトの

ときの値です。*1 

命令実行後の、

Ｔビットの値

を表示してい

ます。 

 

記号の説明 

― :変化 

しない 

【注】 *1 命令の実行ステートについて 

  表に示した実行ステートは最小値です。実際は、 

  （1）命令フェッチとデータアクセスの競合が起こる場合 

  （2）ロード命令（メモリ→レジスタ）のデスティネーションレジスタと、その直後の命令が使うレジスタが同一 

     の場合 

  などの条件により、命令実行ステート数は増加します。 

 *2 命令のオペランドサイズなどに応じてスケーリング（×1、×2、×4）されます。 

  詳細は「SH-1/SH-2/SH-DSPソフトウェアマニュアル」を参照してください。 
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（1） データ転送命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行 

ステート 

Tビット 

MOV #imm, Rn 1 1 1 0 n n n n i i i i i i i i  #imm → 符号拡張 → Rn 1 － 

MOV.W @(disp, PC), Rn 1 0 0 1 n n n n d d d d d d d d  (disp×2+PC) → 符号拡張 

 → Rn 

1 － 

MOV.L @(disp, PC), Rn 1 1 0 1 n n n n d d d d d d d d  (disp×4+PC) → Rn 1 － 

MOV Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 0 1 1  Rm → Rn 1 － 

MOV.B Rm, @Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 0 0 0  Rm → (Rn) 1 － 

MOV.W Rm, @Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 0 0 1  Rm → (Rn) 1 － 

MOV.L Rm, @Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 0 1 0  Rm → (Rn) 1 － 

MOV.B @Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 0 0 0  (Rm) → 符号拡張 → Rn 1 － 

MOV.W @Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 0 0 1  (Rm) → 符号拡張 → Rn 1 － 

MOV.L @Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 0 1 0  (Rm) → Rn 1 － 

MOV.B Rm, @- Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 1 0 0  Rn－1 → Rn, Rm → (Rn) 1 － 

MOV.W Rm, @- Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 1 0 1  Rn－2 → Rn, Rm → (Rn) 1 － 

MOV.L Rm, @- Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 1 1 0  Rn－4 → Rn, Rm → (Rn) 1 － 

MOV.B @Rm+, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 1 0 0  (Rm) → 符号拡張 → Rn, 

Rm+1 → Rm 

1 － 

MOV.W @Rm+, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 1 0 1  (Rm) → 符号拡張 → Rn,  

Rm+2 → Rm 

1 － 

MOV.L @Rm+, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 1 1 0  (Rm) → Rn,  Rm+4 → Rm 1 － 

MOV.B R0, @(disp, Rn) 1 0 0 0 0 0 0 0 n n n n d d d d  R0 → (disp+Rn) 1 － 

MOV.W R0, @(disp, Rn) 1 0 0 0 0 0 0 1 n n n n d d d d  R0 → (disp×2+Rn) 1 － 

MOV.L Rm, @(disp, Rn) 0 0 0 1 n n n n m m m m d d d d  Rm → (disp×4+Rn) 1 － 

MOV.B @(disp, Rm), R0 1 0 0 0 0 1 0 0 m m m m d d d d  (disp+Rm) → 符号拡張 → R0 1 － 

MOV.W @(disp, Rm), R0 1 0 0 0 0 1 0 1 m m m m d d d d  (disp×2+Rm) → 符号拡張 

 → R0 

1 － 

MOV.L @(disp, Rm), Rn 0 1 0 1 n n n n m m m m d d d d  (disp×4+Rm) → Rn 1 － 

MOV.B Rm, @(R0, Rn) 0 0 0 0 n n n n m m m m 0 1 0 0  Rm → (R0+Rn) 1 － 

MOV.W Rm, @(R0, Rn) 0 0 0 0 n n n n m m m m 0 1 0 1  Rm → (R0+Rn) 1 － 

MOV.L Rm, @(R0, Rn) 0 0 0 0 n n n n m m m m 0 1 1 0  Rm → (R0+Rn) 1 － 

MOV.B @(R0, Rm), Rn 0 0 0 0 n n n n m m m m 1 1 0 0  (R0+Rm) → 符号拡張 → Rn 1 － 

MOV.W @(R0, Rm), Rn 0 0 0 0 n n n n m m m m 1 1 0 1  (R0+Rm) → 符号拡張 → Rn 1 － 

MOV.L @(R0, Rm), Rn 0 0 0 0 n n n n m m m m 1 1 1 0  (R0+Rm) → Rn 1 － 

MOV.B R0, @(disp, GBR) 1 1 0 0 0 0 0 0 d d d d d d d d  R0 → (disp+GBR) 1 － 

MOV.W R0, @(disp, GBR) 1 1 0 0 0 0 0 1 d d d d d d d d  R0 → (disp×2+GBR) 1 － 

MOV.L R0, @(disp, GBR) 1 1 0 0 0 0 1 0 d d d d d d d d  R0 → (disp×4+GBR) 1 － 
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命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

MOV.B @(disp, GBR), R0 1 1 0 0 0 1 0 0 d d d d d d d d  (disp+GBR) → 符号拡張 → R0 1 － 

MOV.W @(disp, GBR), R0 1 1 0 0 0 1 0 1 d d d d d d d d  (disp×2+GBR) → 符号拡張  

→ R0 

1 － 

MOV.L @(disp, GBR), R0 1 1 0 0 0 1 1 0 d d d d d d d d  (disp×4+GBR) → R0 1 － 

MOVA @(disp, PC), R0 1 1 0 0 0 1 1 1 d d d d d d d d  disp×4+PC → R0 1 － 

MOVT Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 1 0 1 0 0 1  T → Rn 1 － 

SWAP.B Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 0 0 0  Rm → 下位 2バイトの上下バイト

交換 → Rn 

1 － 

SWAP.W Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 0 0 1  Rm → 上下ワード交換 → Rn 1 － 

XTRCT Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 1 0 1  Rm: Rn の中央 32ビット → Rn 1 － 

 

（2） 算術演算命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

ADD Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 1 0 0  Rn+Rm→ Rn 1 － 

ADD #imm, Rn 0 1 1 1 n n n n i i i i i i i i  Rn+imm→ Rn 1 － 

ADDC Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 1 1 0  Rn+Rm+T→ Rn, キャリ→T 1 キャリ 

ADDV Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 1 1 1  Rn+Rm→ Rn, オーバフロー→T 1 オ－バ 

フロ－ 

CMP/EQ #imm, R0 1 0 0 0 1 0 0 0 i i i i i i i i  R0=imm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/EQ Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 0 0 0  Rn=Rm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/HS Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 0 1 0  無符号で Rn ≧ Rm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/GE Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 0 1 1  有符号で Rn ≧ Rm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/HI Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 1 1 0  無符号で Rn > Rm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/GT Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 1 1 1  有符号で Rn > Rm のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/PL Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 1 0 1  Rn > 0 のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/PZ Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 0 0 1  Rn ≧ 0 のとき 1→T 1 比較結果 

CMP/STR Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 1 0 0  いずれかのバイトが等しいとき 

1→T 

1 比較結果 

DIV1 Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 1 0 0  1ステップ除算 (Rn ÷ Rm) 1 計算結果 

DIV0S Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 0 1 1 1  Rn の MSB→Q, 

Rm の MSB→M, M^Q→T 

1 計算結果 

DIV0U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1  0→M/Q/T 1 0 

DMULS.L Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 1 0 1  符号付きで Rn×Rm 

→MACH,MACL 

32×32→64ビット 

2～5* － 
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命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

DMULU.L  Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 0 1 0 1  符号なしで Rn×Rm 

→MACH,MACL 

32×32→64ビット 

2～5* － 

DT Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 0 0 0  Rn－1→Rn, Rnが 0のとき 1→T

Rn が 0以外のとき 0→T 

1 比較結果 

EXTS.B Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 1 1 0  Rm をバイトから符号拡張→ Rn 1 － 

EXTS.W Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 1 1 1  Rm をワードから符号拡張→ Rn 1 － 

EXTU.B Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 1 0 0  Rm をバイトからゼロ拡張→ Rn 1 － 

EXTU.W Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 1 0 1  Rm をワードからゼロ拡張→ Rn 1 － 

MAC.L @Rm+, @Rn+ 0 0 0 0 n n n n m m m m 1 1 1 1  符号付きで (Rn) × (Rm) + MAC 

→ MAC 

32×32＋64→64ビット 

2～5* － 

MAC.W @Rm+, @Rn+ 0 1 0 0 n n n n m m m m 1 1 1 1  符号付きで (Rn) × (Rm) + MAC 

→ MAC 

16×16＋64→64ビット 

2～4* － 

MUL.L Rm, Rn 0 0 0 0 n n n n m m m m 0 1 1 1  Rn × Rm → MACL 

32×32→32ビット 

2～5* － 

MULS.W Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 1 1 1  符号付きで Rn × Rm → MACL

16×16→32ビット 

1～3* － 

MULU.W Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 1 1 0  符号なしで Rn × Rm → MACL

16×16→32ビット 

1～3* － 

NEG Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 0 1 1  0－Rm→ Rn 1 － 

NEGC Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 1 0 1 0  0－Rm－T→ Rn, ボロー→T 1 ボロ－ 

SUB Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 0 0 0  Rn－Rm→ Rn 1 － 

SUBC Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 0 1 0  Rn－Rm－T→ Rn, ボロー→T 1 ボロ－ 

SUBV Rm, Rn 0 0 1 1 n n n n m m m m 1 0 1 1  Rn－Rm→ Rn, アンダフロー→T 1 オ－バ 

フロ－ 

【注】 * 通常実行ステートを示します。（ ）内の値は、前後の命令との競合関係による実行ステートです。 
 

（3） 論理演算命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

AND Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 0 0 1  Rn & Rm → Rn 1 － 

AND #imm, R0 1 1 0 0 1 0 0 1 i i i i i i i i  R0 & imm → R0 1 － 

AND.B #imm, @(R0, 

GBR) 

1 1 0 0 1 1 0 1 i i i i i i i i  (R0+GBR) & imm → (R0+GBR) 3 － 

NOT Rm, Rn 0 1 1 0 n n n n m m m m 0 1 1 1  ~Rm → Rn 1 － 

OR Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 0 1 1  Rn ｜ Rm → Rn 1 － 
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命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

OR #imm, R0 1 1 0 0 1 0 1 1 i i i i i i i i  R0 ｜ imm → R0 1 － 

OR.B #imm, @(R0, 

GBR) 

1 1 0 0 1 1 1 1 i i i i i i i i  (R0+GBR) ｜ imm → (R0+GBR) 3 － 

TAS.B @Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 1 0 1 1  (Rn) が 0のとき 1→T,  

1→MSB of (Rn) 

4 テスト 

結果 

TST Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 0 0 0  Rn & Rm, 結果が 0のとき 1→T 1 テスト 

結果 

TST #imm, R0 1 1 0 0 1 0 0 0 i i i i i i i i  R0 & imm, 結果が 0のとき 1→T 1 テスト 

結果 

TST.B #imm, @(R0, 

GBR) 

1 1 0 0 1 1 0 0 i i i i i i i i  (R0+GBR) & imm,  

結果が 0のとき 1→T 

3 テスト 

結果 

XOR Rm, Rn 0 0 1 0 n n n n m m m m 1 0 1 0  Rn ^ Rm → Rn 1 － 

XOR #imm, R0 1 1 0 0 1 0 1 0 i i i i i i i i  R0 ^ imm → R0 1 － 

XOR.B #imm, @(R0, 

GBR) 

1 1 0 0 1 1 1 0 i i i i i i i i  (R0+GBR) ^ imm → (R0+GBR) 3 － 

 

（4） シフト命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

ROTL Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 1 0 0  T ← Rn ← MSB 1 MSB 

ROTR Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 1 0 1  LSB → Rn → T 1 LSB 

ROTCL Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 1 0 0  T ← Rn ← T 1 MSB 

ROTCR Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 1 0 1  T → Rn → T 1 LSB 

SHAL Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 0 0 0  T ← Rn ←  0 1 MSB 

SHAR Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 0 0 1  MSB → Rn → T 1 LSB 

SHLL Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 0 0 0  T ← Rn ← 0 1 MSB 

SHLR Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 0 0 1  0 → Rn → T 1 LSB 

SHLL2 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 1 0 0 0  Rn << 2 → Rn 1 － 

SHLR2 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 1 0 0 1  Rn >> 2 → Rn 1 － 

SHLL8 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 1 0 0 0  Rn << 8 → Rn 1 － 

SHLR8 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 1 0 0 1  Rn >> 8 → Rn 1 － 

SHLL16 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 1 0 0 0  Rn << 16 → Rn 1 － 

SHLR16 Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 1 0 0 1  Rn >> 16 → Rn 1 － 
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（5） 分岐命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Tビット 

BF label 1 0 0 0 1 0 1 1 d d d d d d d d  T=0 のとき disp×2+PC→PC, 

T=1 のとき nop 

3/1* － 

BF/S label 1 0 0 0 1 1 1 1 d d d d d d d d  遅延分岐、 

T=0のとき disp×2+PC→PC, 

T=1のとき nop 

3/1* － 

BT label 1 0 0 0 1 0 0 1 d d d d d d d d  T=1 のとき disp×2+PC→PC, 

T=0 のとき nop 

3/1* － 

BT/S label 1 0 0 0 1 1 0 1 d d d d d d d d  遅延分岐、 

T=1のとき disp×2+PC→PC, 

T=0のとき nop 

2/1* － 

BRA label 1 0 1 0 d d d d d d d d d d d d  遅延分岐、disp×2+PC→PC 2 － 

BRAF Rm 0 0 0 0 m m m m 0 0 1 0 0 0 1 1  遅延分岐、Rm+PC→PC 2 － 

BSR label 1 0 1 1 d d d d d d d d d d d d  遅延分岐、PC→PR,  

disp×2+PC→PC 

2 － 

BSRF Rm 0 0 0 0 m m m m 0 0 0 0 0 0 1 1  遅延分岐、PC→PR, Rm+PC→PC 2 － 

JMP @Rm 0 1 0 0 m m m m 0 0 1 0 1 0 1 1  遅延分岐、Rm→PC 2 － 

JSR @Rm 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 0 1 0 1 1  遅延分岐、PC→PR, Rm→PC 2 － 

RTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  遅延分岐、PR→PC 2 － 

【注】 * 分岐しないときは 1ステートになります。 
 

（6） システム制御命令 
 

命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Ｔビット 

CLRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 → T 1 0 

CLRMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  0 → MACH, MACL 1 － 

LDC Rm, SR 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 0 1 1 1 0  Rm → SR 6 LSB 

LDC Rm, GBR 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 1 1 1 1 0  Rm → GBR 4 － 

LDC Rm, VBR 0 1 0 0 m m m m 0 0 1 0 1 1 1 0  Rm → VBR 4 － 

LDC.L @Rm+, SR 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 0 0 1 1 1  (Rm) → SR,  Rm+4 → Rm 8 LSB 

LDC.L @Rm+, GBR 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 1 0 1 1 1  (Rm) → GBR,  Rm+4 → Rm 4 － 

LDC.L @Rm+, VBR 0 1 0 0 m m m m 0 0 1 0 0 1 1 1  (Rm) → VBR,  Rm+4 → Rm 4 － 

LDS Rm, MACH 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 0 1 0 1 0  Rm → MACH 1 － 

LDS Rm, MACL 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 1 1 0 1 0  Rm → MACL 1 － 

LDS Rm, PR 0 1 0 0 m m m m 0 0 1 0 1 0 1 0  Rm → PR 1 － 
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命令 命令コード 動   作 実行  

ステート 

Ｔビット 

LDS.L @Rm+, MACH 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 0 0 1 1 0  (Rm) → MACH,  Rm+4 

 → Rm 

1 － 

LDS.L @Rm+, MACL 0 1 0 0 m m m m 0 0 0 1 0 1 1 0  (Rm) → MACL,  Rm+4 → Rm 1 － 

LDS.L @Rm+, PR 0 1 0 0 m m m m 0 0 1 0 0 1 1 0  (Rm) → PR,  Rm+4 → Rm 1 － 

NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  無操作 1 － 

RTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1  遅延分岐、スタック領域 → 

PC/SR 

5 － 

SETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  1 → T 1 1 

SLEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1  スリープ 4* － 

STC SR, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 0 1 0  SR → Rn 1 － 

STC GBR, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 0 1 0  GBR → Rn 1 － 

STC VBR, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 0 1 0  VBR → Rn 1 － 

STC.L SR, @- Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 0 1 1  Rn－4 → Rn,  SR → (Rn) 1 － 

STC.L GBR, @- Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 0 1 1  Rn－4 → Rn,  GBR → (Rn) 1 － 

STC.L VBR, @- Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 0 1 1  Rn－4 → Rn,  VBR → (Rn) 1 － 

STS MACH, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 0 0 1 0 1 0  MACH → Rn 1 － 

STS MACL, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 0 1 1 0 1 0  MACL → Rn 1 － 

STS PR, Rn 0 0 0 0 n n n n 0 0 1 0 1 0 1 0  PR → Rn 1 － 

STS.L MACH, @-Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 0 0 0 1 0  Rn－4 → Rn,  MACH → (Rn) 1 － 

STS.L MACL, @-Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 0 1 0 0 1 0  Rn－4 → Rn,  MACL → (Rn) 1 － 

STS.L PR, @-Rn 0 1 0 0 n n n n 0 0 1 0 0 0 1 0  Rn－4 → Rn,  PR → (Rn) 1 － 

TRAPA #imm 1 1 0 0 0 0 1 1 i i i i i i i i  PC/SR→スタック領域、 

(imm×4+VBR)→PC 

8 － 

【注】 * スリープ状態に遷移するまでのステート数です。 

  命令の実行ステートについて 

   表に示した実行ステートは最小値です。実際は、 

    （1）命令フェッチとデータアクセスの競合が起こる場合 

    （2）ロード命令（メモリ→レジスタ）のデスティネーションレジスタと、その直後の命令が使うレジスタが 

     同一の場合 

   などの条件により、命令実行ステート数は増加します。 
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2.6 処理状態 

2.6.1 状態遷移 

CPUの処理状態には、リセット状態、例外処理状態、プログラム実行状態、低消費電力状態の 4種類がありま

す。状態間の遷移を図 2.4に示します。ただし、製品によってはマニュアルリセット、MRES端子をサポートし

ていないものもあります。 

すべての状態から

RES＝0

すべての状態から
RES＝1、MRES＝0、

RES＝0

パワーオン
リセット状態

マニュアル
リセット状態

プログラム実行状態

スリープモード
ソフトウェア
スタンバイモード

例外処理状態

WDTによる内部パワーオンリセットまたは
WDTによる内部マニュアルリセット発生

例外処理

要因発生
例外処理終了

SSBYビット

セットで

SLEEP命令

NMI割り込み要因発生

リセット状態

低消費電力状態

RES＝1 RES＝1、

MRES＝1

SSBYビット

クリアで

SLEEP命令

のとき のとき

IRQ割り込み要因発生

 

図 2.4 処理状態の状態遷移図 
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（1） リセット状態 

CPUがリセットされている状態です。RES端子がローレベルに変わるとパワーオンリセット状態になります。

RES端子がハイレベルでMRES端子がローレベルのとき、マニュアルリセット状態になります。 
 

（2） 例外処理状態 

リセットや割り込みなどの例外処理要因によって、CPUが処理状態の流れを変えるときの過渡的な状態です。 

リセットの場合は、例外処理ベクタテーブルからプログラムカウンタ（PC）の初期値としての実行開始アドレ

スとスタックポインタ（SP）の初期値を取り出しそれぞれ格納し、スタートアドレスに分岐してプログラムの実

行を開始します。 

割り込みなどの場合は、SPを参照して、PCとステータスレジスタ（SR）をスタック領域に退避します。例外処

理ベクタテーブルから例外サービスルーチンの開始アドレスを取り出し、そのアドレスに分岐してプログラムの

実行を開始します。 

その後処理状態はプログラム実行状態となります。 
 

（3） プログラム実行状態 

CPUが順次プログラムを実行している状態です。 
 

（4） 低消費電力状態 

CPUの動作が停止し消費電力が低い状態です。スリープ命令でスリープモード、またはソフトウェアスタンバ

イモードになります。 
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3. キャッシュ 

3.1 特長 
• 容量：16Kバイト 

• 構成：命令／データ混在、4ウェイセットアソシアティブ 

• ラインサイズ：16バイト 

• エントリ数：4Kバイトモード時は256エントリ／ウェイ 

• ライト方式：ライトバック方式とライトスルー方式より選択可能 

• 置換方式：LRU置換アルゴリズム 
 

3.1.1 キャッシュの構成 

キャッシュは、命令／データ混在型の 4ウェイセットアソシアティブ方式です。4つのウェイ（バンク）で構成

され、おのおののウェイはアドレス、データに分かれています。アドレス、データはおのおの 256のエントリで

構成されます。エントリのデータをラインと呼びます。1ラインは 16バイト（4バイト×4）です。1ウェイあた

りのデータ容量は、4Kバイト（16バイト×256エントリ）で、キャッシュ全体（4ウェイ）では 16Kバイトの容

量となります。 

キャッシュの構成を図 3.1に示します。 

エントリ0

エントリ1

エントリ255

24（1+1+22）ビット 128（32x4）ビット

LW0～LW3：ロングワードデータ0～3

0

1

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

255

V U タグアドレス LW0 LW1 LW2 LW3

データアレイ（ウェイ0～3）アドレスアレイ（ウェイ0～3）

6ビット

0

1

・
・
・
・
・
・

255

LRU部

 

図 3.1 キャッシュの構成 



3. キャッシュ 

Rev.4.00  2007.06.13  3-2 
RJJ09B0262-0400  

（1） アドレスアレイ 

Vビットは、エントリのデータが有効かどうかを示します。Vビットが 1で有効、0で無効を示します。 

Uビットは、ライトバックモードで、そのエントリに書き込みがあったことを示します。 

Uビットが 1で書き込みあり、0で書き込みなしを示します。 

タグアドレスは、キャッシュ検索時の比較に使用される 22ビット（アドレス 31～10）からなります。 

本 LSIでは、アドレス 32ビットの上位 3ビットをシャドウとして利用するため（「第 7章 バスステートコン

トローラ（BSC）」を参照）、タグアドレスの上位 3ビットに 0が入ります。 

V、Uビットは、パワーオンリセットで 0に初期化されます。タグアドレスは、パワーオンリセットで初期化さ

れません。 
 

（2） データアレイ 

16バイトの命令あるいはデータを保持します。キャッシュへのエントリの登録の単位は、ライン単位（16バイ

ト単位）で行います。 

データアレイは、パワーオンリセットで初期化されません。 
 

（3） LRU 

4ウェイセットアソシアティブ方式では、エントリアドレスが同じ命令、データを 4つまでキャッシュに登録で

きます。エントリを登録するとき、4つのウェイのうち、どのウェイに登録するかを LRUビットが示します。LRU

ビットは 6ビットからなり、ハードウェアで制御します。ウェイ選択のアルゴリズムとして、最も以前にアクセ

スされたウェイを選ぶ LRU（Least Recently Used）アルゴリズムを使用しています。 

キャッシュミスの際にリプレースされるウェイは、6ビットの LRUビットによって指定されます。表 3.1に示

した以外の LRUビットをソフトウェアで指定した場合、キャッシュは正しく動作しません。LRUビットをソフト

ウェアで変更するときは、表 3.1に示すパターンを設定してください。 

LRUビットは、パワーオンリセットで 000000に初期化されます。 
 

表 3.1 LRUビットと置き換えられるウェイ 

LRU（ビット 5～0） 置き換えられるウェイ 

000000、000100、010100、100000、110000、110100 3 

000001、000011、001011、100001、101001、101011 2 

000110、000111、001111、010110、011110、011111 1 

111000、111001、111011、111100、111110、111111 0 
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3.1.2 部分空間とキャッシュの関係 

本 LSIでは、CPUアーキテクチャ上所有する 4Gバイトのアドレス空間を 5個の部分空間に分割しており、部

分空間ごとにキャッシュアクセス方法を切り替えます。表 3.2に各部分空間とキャッシュとの関係を示します。 
 

表 3.2 各部分空間とキャッシュとの関係 

アドレス範囲 部分空間名 キャッシュ対象／非対象 キャッシュライト制御 

H'0000 0000～H'7FFF FFFF P0 対象 CCR1のWTビットで制御 

H'8000 0000～H'9FFF FFFF P1 対象 CCR1の CBビットで制御 

H'A000 0000～H'BFFF FFFF P2 非対象 － 

H'C000 0000～H'DFFF FFFF P3 対象 CCR1のWTビットで制御 

H'E000 0000～H'FFFF FFFF P4 非対象（内蔵 I/O等の領域） － 

 

3.2 レジスタの説明 
キャッシュには以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよびアクセスサイズについては「第

18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• キャッシュ制御レジスタ1（CCR1） 

• キャッシュ制御レジスタ3（CCR3） 
 

3.2.1 キャッシュ制御レジスタ 1（CCR1） 

キャッシュは CCR1の CEビットでイネーブル、ディスエーブルを指定します。また、CCR1には、キャッシュ

の全エントリの無効化を制御する CFビット、ライトスルーモード、ライトバックモードを切り替えるWTビット

および CBビットがあります。CCR1の内容を変更するプログラムは、キャッシングしないアドレス空間に配置し

てください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～4 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

3 CF 0 R/W キャッシュフラッシュ 

1を書き込むと、キャッシュの全エントリの V、U、LRUビットを 0にクリア

（フラッシュ）します。読み出すと 0が読み出されます。フラッシュの際、外

部メモリへの書き戻しは行いません。 

2 CB 0 R/W ライトバック 

H'8000_0000～H'9FFF_FFFF領域のライトバック／ライトスルー切り替え 

0：ライトスルーモード 

1：ライトバックモード 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 WT 0 R/W ライトスルー 

H'0000_0000～H'7FFF_FFFF、H'C000_0000～H'DFFF_FFFF領域のライトバ

ック／ライトスルー切り替え 

0：ライトバックモード 

1：ライトスルーモード 

0 CE 0 R/W キャッシュ有効 

キャッシュ機能を使用するかどうかを示します。 

0：使用しない 

1：使用する 

 

3.2.2 キャッシュ制御レジスタ 3（CCR3） 

キャッシュのサイズを指定します。CCR3の内容を変更するプログラムは、キャッシングしないアドレス空間に

配置してください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～17 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

16 

15 

14 

CSIZE2 

CSIZE1 

CSIZE0 

0 

0 

1 

R/W 

R/W 

R/W 

キャッシュサイズ 

B'100を書き込むことで、キャッシュサイズ 16KBを指定します。 

CCR1の CEビットでキャッシュをイネーブルする前に、B'100を書き込んで

ください。 

13～0 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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3.3 動作説明 

3.3.1 キャッシュの検索 

キャッシュがイネーブルのとき（CCR1レジスタの CEビット＝1）、H'0000_0000～H'7FFF_FFFF領域、H'800_0000

～H'9FFF_FFFF領域、H'C000_0000～H'DFFF_FFFF領域の命令またはデータにアクセスすると、キャッシュが検

索され、目的の命令またはデータがキャッシュに存在するか調べます。キャッシュの検索方法の概念図を図 3.2

に示します。 

メモリへのアクセスアドレスのビット 11～4でエントリを選択し、そのエントリのタグアドレスを読み出しま

す。アドレスの比較は 4ウェイとも行います。比較の結果、一致しており、かつ、比較されたエントリが有効で

ある（V＝1）場合に、キャッシュヒットとなります。それ以外の場合はキャッシュミスとなります。ウェイ 1が

ヒットした場合を図 3.2に示します。 

0

1

255

V U タグアドレス LW0 LW1 LW2 LW3

ウェイ0～3 ウェイ0～3

31 1112 4 3 2 1 0

アドレス

CMP0 CMP1 CMP2 CMP3

CMP0:  比較回路0
CMP1:  比較回路1
CMP2:  比較回路2
CMP3:  比較回路3

ヒット信号（１）

エントリ選択 ロングワード（LW）選択

 

図 3.2 キャッシュの検索方法 
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3.3.2 リード動作 

（1） リードヒット 

キャッシュから CPUに命令／データが転送されます。ヒットしたウェイが最新となるように、LRUが更新され

ます。 
 

（2） リードミス 

外部バスサイクルを起動し、エントリを更新します。置換するウェイは表 3.1に従います。エントリの更新の

単位は、16バイトです。外部メモリから目的の命令またはデータがキャッシュに登録されると同時に、CPUにそ

の命令またはデータが転送されます。キャッシュに登録されるときに、Uビットが 0に、Vビットが 1にセット

され、置換されたウェイが最新となるように LRUが更新されます。ライトバックモードでエントリの更新によっ

て置換されるエントリの Uビットが 1の場合には、そのエントリがライトバックバッファに転送されてから、キ

ャッシュ更新サイクルを開始します。キャッシュ更新サイクルが終了後、ライトバックバッファに転送したエン

トリをメモリへ書き戻します。書き戻しの単位は、16バイトです。 
 

3.3.3 ライト動作 

（1） ライトヒット 

ライトバックモードでは、キャッシュにデータがライトされ、外部メモリへのライトサイクルは発行されませ

ん。ライトされたエントリの Uビットが 1にセットされ、ヒットしたウェイが最新になるように LRUが更新され

ます。 

ライトスルーモードでは、キャッシュにデータがライトされ、外部メモリへのライトサイクルが発行されます。

ライトされたエントリの Uビットは更新されず、ヒットしたウェイが最新になるように LRUが更新されます。 
 

（2） ライトミス 

ライトバックモードでは、ライトミス時に外部バスサイクルを起動し、エントリを更新します。置換するウェ

イは表 3.1に従います。エントリの更新によって置き換えられるエントリの Uビットが 1の場合には、そのエン

トリがライトバックバッファに転送されてから、キャッシュ更新サイクルを開始します。キャッシュにデータが

ライトされ、U ビットが 1にセットされ、Vビットも 1にセットされます。置換したウェイが最新になるように

LRUが更新されます。キャッシュ更新サイクル終了後、ライトバックバッファに転送したエントリをメモリへ書

き戻します。書き戻しの単位は、16バイトです。 

ライトスルーモードでは、ライトミス時にキャッシュへのライトを行わず、外部メモリにのみライトを行いま

す。 
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3.3.4 ライトバックバッファ 

ライトバックモードで置き換えられるエントリの Uビットが 1のとき、外部メモリへの書き戻しが必要になり

ます。性能向上のため、置き換えられるエントリをまずライトバックバッファに転送し、キャッシュへ新エント

リの取り込みを書き戻しに優先させます。キャッシュへの新エントリの取り込み終了後、ライトバックバッファ

が外部メモリへの書き戻しを行います。この書き戻し中は、キャッシュはアクセス可能です。 

ライトバックバッファはキャッシュの 1ライン分のデータ（16バイト）とアドレスを保持可能です。ライトバ

ックバッファの構成を図 3.3に示します。 

PA(31～4) ロングワード0 ロングワード1 ロングワード2 ロングワード3

PA(31～4)：　外部メモリに書き戻す物理アドレス
ロングワード0～3：　外部メモリに書き戻すキャッシュ1ライン分のデータ

 

図 3.3 ライトバックバッファの構成 

 

3.3.5 キャッシュと外部メモリとのコヒーレンシ 

キャッシュと外部メモリとのコヒーレンシはソフトウェアで保証してください。 

本 LSIと他の装置との共有メモリをキャッシングするアドレス空間に配置する場合には、必要に応じてメモリ

割り付けキャッシュを操作し、無効化およびライトバックを行ってください。 
 

3.4 メモリ割り付けキャッシュの構成 
キャッシュをソフトウェアで管理するために、MOV命令により、キャッシュの内容の読み出し、書き込みが可

能です。アドレスアレイは H'F000 0000～H'F0FF FFFFに、データアレイは H'F100 0000～H'F1FF FFFFに割り付け

られています。アドレスアレイ、データアレイともアクセスサイズはロングワード固定であり、命令フェッチは

行えません。 

3.4.1 アドレスアレイ 

アドレスアレイは H'F0000000～H'F0FF FFFFに割り付けられています。アドレスアレイのアクセスには 32ビッ

トのアドレスの指定（読み出し／書き込み時）と 32ビットのデータの指定（書き込み時）が必要です。アドレス

にはアクセスするエントリを選択するための情報を指定し、データにはアドレスアレイに書き込むタグアドレス、

Vビット、Uビットおよび LRUビットを指定します。 

アドレスにはエントリを選択するためのエントリアドレス、ウェイを選択するためのW、連想動作の有無を指

定する Aおよびアドレスアレイアクセスを示す H'F0を指定します。Wは、00がウェイ 0、01がウェイ 1、10が

ウェイ 2、11がウェイ 3を示します。 

データにはタグアドレス、LRUビット、Uビットおよび Vビットを指定します。タグアドレスの上位 3ビット

（ビット 31～29）には常に 0を指定してください。 
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アドレスおよびデータのフォーマットについては、図 3.4を参照してください。 

アドレスアレイに対しては次の 3種類の操作が可能です。 
 

（1） アドレスアレイリード 

アドレスに指定されたエントリアドレスおよびウェイに対応するエントリからタグアドレス、LRUビット、U

ビットおよび Vビットを読み出します。リードの場合、アドレスに指定される連想ビット（Aビット）は 1でも

0でも連想動作は行いません。 
 

（2） アドレスアレイライト（連想なし） 

アドレスに指定されたエントリアドレスおよびウェイに対応するエントリに対して、データで指定されたタグ

アドレス、LRUビット、Uビットおよび Vビットを書き込みます。アドレスの連想ビット（Aビット）は 0にし

てください。書き込みを Uビットが 1、Vビットが 1のキャッシュラインに対して行った場合、そのキャッシュ

ラインの書き戻しを行った後、データで指定されたタグアドレス、LRUビット、Uビットおよび Vビットを書き

込みます。ただし、Vビットに 0を書き込むときは、必ずそのエントリの Uビットにも 0を書き込んでください。 
 

（3） アドレスアレイライト（連想あり） 

アドレスの連想ビット（Aビット）を 1にしてライトした場合、アドレスで指定されたエントリの 4ウェイす

べてに対して、データで指定されたタグアドレスとの間で一致判定が行われます。一致判定の結果ヒットしたウ

ェイに対して、データで指定された Uビットと Vビットをエントリに書き込みます。ただしタグアドレスと LRU

ビットは変更されません。どのウェイにもヒットしなかった場合は書き込みを行わず、ノーオペレーションとな

ります。本動作はキャッシュの特定エントリの無効化に用いられます。このときヒットしたエントリの Uビット

が 1だった場合、書き戻しが発生します。ただし、Vビットに 0を書き込むときは、必ずそのエントリの Uビッ

トにも 0を書き込んでください。 
 

3.4.2 データアレイ 

データアレイは H'F100 0000～H'F1FF FFFFに割り付けられています。データアレイのアクセスには、32ビット

のアドレスの指定（読み出し／書き込み時）と 32ビットのデータの指定（書き込み時）が必要です。アドレスに

はアクセスするエントリを選択するための情報を指定し、データにはデータアレイに書き込むロングワードデー

タを指定します。 

アドレスにはエントリを選択するためのエントリアドレス、1ライン（16バイト）中のロングワード位置を示

す L、ウェイを指定するためのW、およびデータアレイアクセスを示す H'F1を指定します。Lは 00がロングワ

ード 0、01がロングワード 1、10がロングワード 2、11がロングワード 3を示します。Wは、00がウェイ 0、01

がウェイ 1、10がウェイ 2、11がウェイ 3を示します。アクセスはロングワードサイズ固定なので、アドレスの

ビット 1～0には 00を指定してください。 

アドレスおよびデータのフォーマットについては、図 3.4を参照してください。 

データアレイに対しては次の 2種類の操作が可能です。なおこの操作によってアドレスアレイの情報が変更さ

れることはありません。 
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（1） データアレイリード 

アドレスに指定されたエントリアドレスおよびウェイに対応するエントリから、アドレスの Lで指定されたデ

ータを読み出します。 
 

（2） データアレイライト 

アドレスに指定されたエントリアドレスおよびウェイに対応するエントリのうち、アドレスの Lで指定された

位置に、データで指定されたロングワードデータを書き込みます。 

(1)アドレスアレイアクセス

(a)アドレス指定

読み出し時

書き込み時

(b)データ指定(読み出し、書き込み共通)

(2)データアレイアクセス(読み出し、書き込み共通)

(a)アドレス指定

31 24 23 14 13 12 11 4 3 0

1111 0000 ＊--------＊ Ｗ エントリアドレス

31 24 23 14 13 12 11 4 3 0

1111 0000 ＊--------＊ Ｗ エントリアドレス

2

Ａ

31 30 29 10 4 3 0

LRU

2

X0 0 0 X

9

タグアドレス (28-10) U V

1

31 24 23 14 13 12 11 4 3 0

1111 0001 ＊--------＊ Ｗ エントリアドレス 0　　0

12

L

(b)データ指定

31 0

ロングワード

＊：　Don't care

X：　リード時は 0 、ライト時はDon't care

0 ＊　 0　 0

＊　 0　 0

2

 

図 3.4 メモリ割り付けキャッシュアクセスのアドレス、データ指定方法 
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3.4.3 使用例 

（1） 特定エントリの無効化 

キャッシュの特定エントリの無効化は、メモリ割り付けキャッシュアクセスにおいてそのエントリの Vビット

に 0を書き込むことで実現できます。Aビットを 1とし、書き込みデータで指定されるタグアドレスを、エント

リアドレスで選択されたキャッシュ中のタグアドレスと比較し、一致したときに書き込みデータで指定された V

ビットおよび Uビットを書き込みます。一致しない場合は、ノーオペレーションです。アドレスアレイのあるエ

ントリの Vビットを 0にすると、そのエントリの Uビットが 1のときそのエントリがライトバックされます。 

以下に、R0に書き込みデータ、R1にアドレスを指定した場合の例を示します。 
 
；R0＝H'0110 0010；VPN＝B'0000 0001 0001 0000 0000 00、U＝0、V＝0 

；R1＝H'F000 0088；アドレスアレイアクセス、エントリ＝B'00001000、A＝1 

； 

 MOV.L   R0、@R1    
 

（2） 特定エントリのデータ部の読み出し 

特定エントリのデータ部の読み出しは、メモリ割り付けキャッシュアクセスで可能です。図 3.4のデータアレ

イのデータ部に示されるロングワードが、レジスタに読み出されます。 

以下に、R0にアドレスを指定し、R1に読み出す例を示します。 
 
；R0＝H'F100 004C；データアレイアクセス、エントリ＝B'00000100、 

；  ウェイ＝0、 ロングワードアドレス＝3 

； 

 MOV.L   ＠R0、R1   ；ロングワード 3が読み出されます。 
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4. Uメモリ 

本 LSIは Uメモリモジュールを内蔵しており、命令やデータを格納することができます。 
 

4.1 特長 
表 4.1 Uメモリアドレス 

サイズ 4kB 

アドレス H'E55F_F000～H'E55F_FFFF 
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5. 例外処理 

5.1 概要 

5.1.1 例外処理の種類と優先順位 

例外処理は、表 5.1に示すようにリセット、アドレスエラー、割り込み、および命令の各要因によって起動さ

れます。例外要因には、表 5.1に示すように優先順位が設けられており、複数の例外要因が同時に発生した場合

は、この優先順位に従って受け付けられ、処理されます。 
 

表 5.1 例外要因の種類と優先順位 

 例外処理 優先順

パワーオンリセット 高 リセット 

H-UDIリセット  

割り込み ユーザブレーク（命令実行前ブレーク）  

アドレスエラー CPUアドレスエラー（命令フェッチ）  

一般不当命令（未定義コード）  

スロット不当命令 

（遅延分岐命令*1直後に配置された未定義コードまたは PCを書き換える命令*2） 

 

命令 

トラップ命令（TRAPA命令）  

アドレスエラー CPUアドレスエラー（データアクセス）  

割り込み ユーザブレーク（命令実行後ブレーク、またはオペランドブレーク）  

 NMI  

 H-UDI  

 IRQ  

 内蔵周辺 ウォッチドッグタイマ（WDT）  

  コンペアマッチタイマ 0、1（CMT0、CMT1）  

  FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF0、1、2）  

  ホストインタフェース（HIF） 低 

【注】 *1 遅延分岐命令 : JMP、JSR、BRA、BSR、RTS、RTE、BF/S、BT/S、BSRF、BRAF 

 *2 PC を書き換える命令 : JMP、JSR、BRA、BSR、RTS、RTE、BT、BF、TRAPA、 BF/S、BT/S、BSRF、BRAF、

LDC Rm,SR、LDC.L @Rm+,SR 
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5.1.2 例外処理の動作 

各例外要因は表 5.2に示すタイミングで検出され、処理が開始されます。 
 

表 5.2 例外要因検出と例外処理開始タイミング 

例外処理 要因検出および処理開始タイミング 

パワーオンリセット RES端子のローレベルからハイレベルへの変化、またはWDTのオーバフローし

てから一定時間経過後に開始される 

リセット 

H-UDIリセット H-UDIにリセットアサートコマンド、リセットネゲートコマンドの順でコマンド

入力したときに開始される 

アドレスエラー 

割り込み 

命令のデコードステージ時に検出され、この前までに実行中の命令が完了後開始

される 

トラップ命令 TRAPA命令の実行により開始される 

一般不当命令 遅延分岐命令（遅延スロット）以外にある未定義コードがデコードされると開始

される 

命令 

スロット不当命令 遅延分岐命令（遅延スロット）に配置された未定義コードまたは PCを書き換え

る命令がデコードされると開始される 

 
例外処理が起動されると、CPUは次のように動作します。 

 

（1） リセットによる例外処理 

プログラムカウンタ（PC）とスタックポインタ（SP）の初期値を例外処理ベクタテーブル（PC、SPをそれぞ

れ、H'A0000000番地、H'A0000004番地）から取り出します。例外処理ベクタテーブルについては、「5.1.3 例

外処理ベクタテーブル」を参照してください。次にベクタベースレジスタ（VBR）を H'00000000に、ステータス

レジスタ（SR）の割り込みマスクビット（I3～I0）を H'F（B'1111）にセットします。例外処理ベクタテーブルか

ら取り出した PCのアドレスからプログラムの実行を開始します。 
 

（2） アドレスエラー、割り込み、命令による例外処理 

SRと PCを R15で示すスタック上に退避します。割り込み例外処理の場合、割り込み優先レベルを SRの割り

込みマスクビット（I3～I0）に書き込みます。アドレスエラー、命令による例外処理の場合、I3～I0ビットは影響

を受けません。次に例外処理ベクタテーブルからスタートアドレスを取り出し、そのアドレスからプログラムの

実行を開始します。 
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5.1.3 例外処理ベクタテーブル 

例外処理実行前には、あらかじめ例外処理ベクタテーブルが、メモリ上に設定されている必要があります。例

外処理ベクタテーブルには、例外サービスルーチンの開始アドレスを格納しておきます（リセット例外処理のテ

ーブルには、PCと SPの初期値を格納しておきます）。 

各例外要因には、それぞれ異なるベクタ番号とベクタテーブルアドレスオフセットが割り当てられています。

ベクタテーブルアドレスは、対応するベクタ番号やベクタテーブルアドレスオフセットから算出されます。例外

処理では、このベクタテーブルアドレスが示す例外処理ベクタテーブルから、例外サービスルーチンのスタート

アドレスが取り出されます。 

ベクタ番号とベクタテーブルアドレスオフセットを表 5.3に、ベクタテーブルアドレスの算出法を表 5.4に示し

ます。 
 

表 5.3 例外処理ベクタテーブル 

例外要因 ベクタ番号 ベクタテーブルアドレスオフセット 

PC 0 H'00000000 ～ H'00000003 パワーオンリセット 

H-UDIリセット SP 1 H'00000004 ～ H'00000007 

2 H'00000008 ～ H'0000000B （システム予約） 

3 H'0000000C ～ H'0000000F 

一般不当命令 4 H'00000010 ～ H'00000013 

（システム予約） 5 H'00000014 ～ H'00000017 

スロット不当命令 6 H'00000018 ～ H'0000001B 

7 H'0000001C ～ H'0000001F （システム予約） 

8 H'00000020 ～ H'00000023 

CPUアドレスエラー 9 H'00000024 ～ H'00000027 

（システム予約） 10 H'00000028 ～ H'0000002B 

NMI 11 H'0000002C ～ H'0000002F 割り込み 

ユーザブレーク 12 H'00000030 ～ H'00000033 

 H-UDI 13 H'00000034 ～ H'00000037 

14 H'00000038 ～ H'0000003B 

…
 … 

（システム予約） 

31 H'0000007C ～ H'0000007F 

32 H'00000080 ～ H'00000083 

…
 … 

トラップ命令（ユーザベクタ） 

63 H'000000FC ～ H'000000FF 
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例外要因 ベクタ番号 ベクタテーブルアドレスオフセット 

IRQ0 64 H'00000100 ～ H'00000103 

IRQ1 65 H'00000104 ～ H'00000107 

IRQ2 66 H'00000108 ～ H'0000010B 

IRQ3 67 H'0000010C ～ H'0000010F 

（システム予約） 68 H'00000110 ～ H'00000113 

 

…
 … 

 79 H'0000013C ～ H'0000013F 

IRQ4 80 H'00000140 ～ H'00000143 

IRQ5 81 H'00000144 ～ H'00000147 

IRQ6 82 H'00000148 ～ H'0000014B 

割り込み 

IRQ7 83 H'0000014C ～ H'0000014F 

84 H'00000150 ～ H'00000153 

…
 … 

内蔵周辺モジュール* 

255 H'000003FC ～ H'000003FF 

【注】 * 各内蔵周辺モジュール割り込みのベクタ番号とベクタテーブルオフセットは「第 6章 割り込みコントローラ

（INTC）」の「表 6.2 割り込み要因とベクタアドレスおよび割り込み優先順位一覧」を参照してください。 
 

表 5.4 例外処理ベクタテーブルアドレスの算出法 

例外要因 ベクタテーブルアドレス算出法 

リセット ベクタテーブルアドレス ＝ H'A0000000＋（ベクタテーブルアドレスオフセット） 

            ＝ H'A0000000＋（ベクタ番号）×4 

アドレスエラー、 

割り込み、命令 

ベクタテーブルアドレス ＝ VBR＋（ベクタテーブルアドレスオフセット） 

            ＝ VBR＋（ベクタ番号）×4 

【注】 VBR：ベクタベースレジスタ 

 ベクタテーブルアドレスオフセット：表 5.3 を参照 

 ベクタ番号：表 5.3を参照 
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5.2 リセット 

5.2.1 リセットの種類 

リセットは最も優先順位の高い例外処理要因です。表 5.5に示すように、パワーオンリセットで本 LSIの内部

がすべて初期化されます。 
 

表 5.5 リセット状態 

リセット状態への遷移条件 内部状態 種類 

RES WDTオーバフロー H-UDIコマンド CPU/INTC 内蔵周辺 

モジュール 

PFC、IOポート 

ロー － － 初期化 初期化 初期化 パワーオンリセット 

ハイ オーバフロー － 初期化 初期化 初期化 

H-UDIリセット ハイ オーバフロー 

していない 

リセットアサー

トコマンド 

初期化 初期化 初期化 

 

5.2.2 パワーオンリセット 

（1） RES端子によるパワーオンリセット 

RES端子をローレベルにすると、本 LSIはパワーオンリセット状態になります。本 LSIを確実にリセットする

ために、電源投入時またはスタンバイ時（クロックが停止している場合）は発振安定時間の間、クロックが動作

している場合は最低 20tcycの間 RES端子をローレベルに保持してください。パワーオンリセット状態では、CPU

の内部状態と内蔵周辺モジュールのレジスタがすべて初期化されます。 

パワーオンリセット状態で、RES端子を一定期間ローレベルに保持した後ハイレベルにすると、パワーオンリ

セット例外処理が開始されます。このとき、CPUは次のように動作します。 
 

1. プログラムカウンタ（PC）の初期値（実行開始アドレス）を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

2. スタックポインタ（SP）の初期値を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

3. ベクタベースレジスタ（VBR）をH'00000000にクリアし、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビッ

ト（I3～I0）をH'F（B'1111）にセットします。 

4. 例外処理ベクタテーブルから取り出した値をそれぞれPCとSPに設定し、プログラムの実行を開始します。 
 
なお、パワーオンリセット処理は、システムの電源投入時、必ず行うようにしてください。 
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（2） WDTによるパワーオンリセット 

WDTのウオッチドッグタイマモードでパワーオンリセットを発生する設定にし、WDTの TCNTがオーバフロ

ーするとパワーオンリセット状態になります。 

また、RES端子からの入力信号によるリセットとWDTのオーバフローによるリセットが同時に発生したとき

は RES端子によるリセットが優先され、RSTCSRのWOVFビットは 0にクリアされます。WDTによるパワーオ

ンリセット処理が開始されると CPUは次のように動作します。 
 

1. プログラムカウンタ（PC）の初期値（実行開始アドレス）を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

2. スタックポインタ（SP）の初期値を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

3. ベクタベースレジスタ（VBR）をH'00000000にクリアし、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビッ

ト（I3～I0）をH'F（B'1111）にセットします。 

4. 例外処理ベクタテーブルから取り出した値をそれぞれPCとSPに設定し、プログラムの実行を開始します。 
 

5.2.3 H-UDIリセット 

H-UDIのリセットアサートコマンドを発行することで発生します。このとき、CPUは次のように動作します。

詳細は「第 17章 ユーザデバッグインタフェース（H-UDI）」を参照してください。 
 

1. プログラムカウンタ（PC）の初期値（実行開始アドレス）を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

2. スタックポインタ（SP）の初期値を、例外処理ベクタテーブルから取り出します。 

3. ベクタベースレジスタ（VBR）をH'00000000にクリアし、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビッ

ト（I3～I0）をH'F（B'1111）にセットします。 

4. 例外処理ベクタテーブルから取り出した値をそれぞれPCとSPに設定し、プログラムの実行を開始します。 
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5.3 アドレスエラー 

5.3.1 アドレスエラー発生要因 

アドレスエラーは、表 5.6に示すような命令フェッチ、データ読み出し／書き込み時に発生します。 
 

表 5.6 バスサイクルとアドレスエラー 

バスサイクル 

種類 バスマスタ 

バスサイクルの内容 アドレスエラーの 

発生 

偶数アドレスから命令をフェッチ なし（正常） 命令フェッチ CPU 

奇数アドレスから命令をフェッチ アドレスエラー発生 

ワードデータを偶数アドレスからアクセス なし（正常） 

ワードデータを奇数アドレスからアクセス アドレスエラー発生 

ロングワードデータをロングワード境界からアクセス なし（正常） 

データ 

読み出し／ 

書き込み 

CPU 

ロングワードデータをロングワード境界以外からアクセス アドレスエラー発生 

 

5.3.2 アドレスエラー例外処理 

アドレスエラーが発生すると、アドレスエラーを起こしたバスサイクルが終了し、実行中の命令が完了してか

らアドレスエラー例外処理が開始されます。このとき、CPUは次のように動作します。 
 

1. ステータスレジスタ（SR）をスタックに退避します。 

2. プログラムカウンタ（PC）をスタックに退避します。退避するPCの値は、本例外を発生させた命令のアドレ

スです。ただし、本例外を発生させた命令が遅延スロットに配置されている場合は、直前の遅延分岐命令の

アドレスが退避されます。 

3. 発生したアドレスエラーに対応する例外処理ベクタテーブルから例外サービスルーチンスタートアドレスを

取り出し、そのアドレスからプログラムを実行します。このときのジャンプは遅延分岐ではありません。 
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5.4 割り込み 

5.4.1 割り込み要因 

割り込み例外処理を起動させる要因には、表 5.7に示すように NMI、ユーザブレーク、H-UDI、IRQ、内蔵周辺

モジュールがあります。 
 

表 5.7 割り込み要因 

種類 要求元 要因数 

NMI NMI端子（外部からの入力） 1 

ユーザブレーク ユーザブレークコントローラ 1 

H-UDI ユーザデバッグインタフェース 1 

IRQ IRQ0～IRQ7端子（外部からの入力） 8 

ウォッチドッグタイマ 1 

コンペアマッチタイマ（CMT0、CMT1） 2 

FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF0、1、2） 12 

内蔵周辺モジュール 

ホストインタフェース（HIF） 2 

 
各割り込み要因には、それぞれ異なるベクタ番号とベクタテーブルオフセットが割り当てられています。ベク

タ番号とベクタテーブルアドレスオフセットについては「第 6章 割り込みコントローラ（INTC）」の「表 6.2 

割り込み要因とベクタアドレスおよび割り込み優先順位一覧」を参照してください。 
 

5.4.2 割り込み優先順位 

割り込み要因には優先順位が設けられており、複数の割り込みが同時に発生した場合（多重割り込み）、割り

込みコントローラ（INTC）によって優先順位が判定され、その判定結果に従って例外処理が起動されます。 

割り込み要因の優先順位は、優先レベル 0～16の値で表され、優先レベル 0が最低で、優先レベル 16が最高で

す。NMI割り込みは、優先レベル 16のマスクできない最優先の割り込みで、常に受け付けられます。ユーザブレ

ーク割り込み、および H-UDIの優先レベルは 15です。IRQ割り込みと内蔵周辺モジュール割り込みの優先レベル

は、INTCのインタラプトプライオリティレジスタ A～E（IPRA～IPRE）で自由に設定することができます（表

5.8）。設定できる優先レベルは 0～15で、優先レベル 16は設定できません。IPRA～IPREについては「6.3.4 イ

ンタラプトプライオリティレジスタ A～E（IPRA～IPRE）」を参照してください。 
 

表 5.8 割り込み優先順位 

種類 優先レベル 備   考 

NMI 16 優先レベル固定、マスク不可能 

ユーザブレーク 15 優先レベル固定、マスク可能 

H-UDI 15 優先レベル固定 

IRQ 

内蔵周辺モジュール 

0～15 インタラプトプライオリティレジスタ A～E 
（IPRA～IPRE）により設定 
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5.4.3 割り込み例外処理 

割り込みが発生すると、割り込みコントローラ（INTC）によって優先順位が判定されます。NMIは常に受け付

けられますが、それ以外の割り込みは、その優先レベルがステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビット（I3

～I0）に設定されている優先レベルより高い場合だけ受け付けられます。 

割り込みが受け付けられると割り込み例外処理が開始されます。割り込み例外処理では、CPUは SRとプログ

ラムカウンタ（PC）をスタックに退避し、受け付けた割り込みの優先レベル値を SRの I3～I0ビットに書き込み

ます。ただし、NMIの場合優先レベルは 16ですが、I3～I0ビットに設定される値は H'F（レベル 15）です。次に、

受け付けた割り込みに対応する例外処理ベクタテーブルから例外サービスルーチン開始アドレスを取り出し、そ

のアドレスにジャンプして実行を開始します。割り込み例外処理については「6.6 動作説明」を参照してくださ

い。 
 

5.5 命令による例外 

5.5.1 命令による例外の種類 

例外処理を起動する命令には、表 5.9に示すように、トラップ命令、スロット不当命令、一般不当命令があり

ます。 

表 5.9 命令による例外の種類 

種類 要因となる命令 備  考 

トラップ命令 TRAPA  

スロット不当命令* 遅延分岐命令直後（遅延スロッ

ト）に配置された未定義コードま

たは PCを書き換える命令 

遅延分岐命令：JMP、JSR、BRA、BSR、RTS、RTE、BF/S、
BT/S、BSRF、BRAF 

PCを書き換える命令：JMP、JSR、BRA、BSR、RTS、RTE、
BT、BF、TRAPA、BF/S、BT/S、BSRF、BRAF、LDC Rm,SR、
LDC.L @Rm+,SR 

一般不当命令* 遅延スロット以外にある未定義

コード 
 

【注】 * H'FC00～H'FFFF以外の未定義命令をデコードした場合には動作を保証しません。 
 

5.5.2 トラップ命令 

TRAPA命令を実行すると、トラップ命令例外処理が開始されます。このとき、CPUは次のように動作します。 
 

1. ステータスレジスタ（SR）をスタックに退避します。 

2. プログラムカウンタ（PC）をスタックに退避します。退避するPCの値は、TRAPA命令の次命令の先頭アド

レスです。 

3. 例外サービスルーチンスタートアドレスを、TRAPA命令で指定したベクタ番号に対応する例外処理ベクタテ

ーブルから取り出し、そのアドレスにジャンプして、プログラムの実行を開始します。このときのジャンプ

は遅延分岐ではありません。 
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5.5.3 スロット不当命令 

遅延分岐命令の直後に配置された命令のことを「遅延スロットに配置された命令」と呼びます。遅延スロット

に配置された命令が未定義コードのとき、この未定義コードがデコードされるとスロット不当命令例外処理が開

始されます。また、遅延スロットに配置された命令が PCを書き換える命令のときも、この PCを書き換える命令

がデコードされるとスロット不当命令例外処理が開始されます。スロット不当命令例外処理のとき、CPUは次の

ように動作します。 

1. SRをスタックに退避します。 

2. PCをスタックに退避します。退避するPCの値は、未定義コードまたはPCを書き換える命令の直前にある遅

延分岐命令のアドレスです。 

3. 例外サービスルーチンスタートアドレスを、発生した例外に対応する例外処理ベクタテーブルから取り出し、

そのアドレスにジャンプして、プログラムの実行を開始します。このときのジャンプは遅延分岐ではありま

せん。 
 

5.5.4 一般不当命令 

遅延分岐命令の直後（遅延スロット）以外に配置された未定義コードをデコードすると、一般不当命令例外処

理が開始されます。このとき、CPUはスロット不当命令例外処理と同じ手順で動作します。ただし、退避する PC

の値は、スロット不当命令例外処理と異なり、この未定義コードの先頭アドレスになります。 
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5.6 例外要因の受け付け 
リセットを除くすべての例外要因は表 5.10に示すように遅延スロット、または割り込み禁止命令の直後に発生

すると、すぐに受け付けられず保留される場合があります。この場合、例外を受け付けられる命令がデコードさ

れたときに受け付けられます。 
 

表 5.10 遅延スロット、割り込み禁止命令直後の例外要因発生 

発生した時点 例外要因 

 アドレスエラー 一般不当命令 スロット不当命令 トラップ命令 割り込み 

遅延スロット ×*2 － ×*2 － ×*3 

割り込み禁止命令*1の直後 ○ ○ ○ ○ ×*4 

【注】 *1 割り込み禁止命令：LDC、LDC.L、STC、STC.L、LDS、LDS.L、STS、STS.L 

 *2 遅延分岐命令実行前に受け付けられます。ただし、RTE命令の遅延スロットでアドレスエラー、スロット不当命

令が発生すると動作は保証されません。 

 *3 遅延分岐後（遅延スロット命令と遅延分岐先命令の間）に受け付けられます。 

 *4 割り込み禁止命令の直後の命令実行後（割り込み禁止命令の直後の命令とさらにその次の命令の間）に受け付けら

れます。 

  ○：受け付けられる。 

  ×：受け付けられない。 

  －：あり得ないケースです。 
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5.7 例外処理後のスタックの状態 
例外処理終了後のスタックの状態は、表 5.11に示すようになります。 

 
表 5.11 例外処理終了後のスタックの状態 

種類 スタックの状態 種類 スタックの状態 

アドレス 

エラー 

（例外発生

の原因とな

った命令が

遅延スロッ

トにある場

合） 

SP

SR

遅延分岐命令の�
アドレス

（32ビット）

（32ビット）

アドレス 

エラー 

（前記以外

の場合） 

SP

SR

例外の原因となった
命令のアドレス

（32ビット）

（32ビット）

 

割り込み 

SP

SR

実行済命令の
次命令アドレス

（32ビット）

（32ビット）

トラップ 

命令 
SP

SR

TRAPA命令の
次命令アドレス

（32ビット）

（32ビット）

 

スロット 

不当命令 
SP

SR

遅延分岐命令の
アドレス

（32ビット）

（32ビット）

一般不当 

命令 
SP

SR

一般不当命令の�
アドレス

（32ビット）

（32ビット）
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5.8 使用上の注意事項 

5.8.1 スタックポインタ（SP）の値 

SPの値は必ず 4の倍数になるようにしてください。SPが 4の倍数以外のとき、例外処理でスタックがアクセス

されるとアドレスエラーが発生します。 
 

5.8.2 ベクタベースレジスタ（VBR）の値 

VBRの値は必ず 4の倍数になるようにしてください。VBRが 4の倍数以外のとき、例外処理でスタックがアク

セスされるとアドレスエラーが発生します。 
 

5.8.3 アドレスエラー例外処理のスタッキングで発生するアドレスエラー 

SPが 4の倍数になっていないと、例外処理（割り込みなど）のスタッキングでアドレスエラーが発生し、その

例外処理終了後、アドレスエラー例外処理に移ります。アドレスエラー例外処理でのスタッキングでもアドレス

エラーが発生しますが、無限にアドレスエラー例外処理によるスタッキングが続かないように、そのときのアド

レスエラーは受け付けないようになっています。これにより、プログラムの制御をアドレスエラー例外サービス

ルーチンに移すことができ、エラー処理を行うことができます。 

なお、例外処理のスタッキングでアドレスエラーが発生した場合、スタッキングのバスサイクル（ライト）は

実行されます。SRと PCのスタッキングでは、SPがそれぞれ－4されるので、スタッキング終了後も SPの値は 4

の倍数になっていません。また、スタッキング時に出力されるアドレスの値は SPの値に対して下位 2ビットを 0

に丸めたものが出力されます。このとき、スタッキングされたライトデータは不定です。 
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5.8.4 スロット不当命令例外処理に関する注意事項 

本 LSIのスロット不当命令例外処理仕様で、従来の SH2と異なる点があります。 

 従来 SH2：LDC Rｍ, SR、LDC.L ＠Rm+, SRをスロット不当命令の対象としません。 

 本 LSI ：LDC Rｍ, SR、LDC.L ＠Rm+, SRをスロット不当命令の対象とします。 

本件に関する弊社ソフトウェア製品の対応状況を以下に示します。 

（1） コンパイラ 

V.4以降のコンパイラは、当該命令を遅延スロットに配置しません。 
 

（2） μITRON仕様リアルタイム OS 

（a） HI7000/4、HI-SH7 

OS内で当該命令は遅延スロットに存在しません。 
 
（b） HI7000 

OS内で当該命令が遅延スロットに配置されている箇所があり、本 LSIではスロットで不当命令例外処理が発生

します。 
 
（c） その他 

アセンブラで記述した場合や、オブジェクトのミドルウェアを導入する場合、本 LSIではスロット不当命令例

外処理が発生する可能性があります。 

なお、当該命令列を摘出するチェックプログラム（チェッカ）を弊社ホームページの製品の個別情報ページに

掲載していますので、必要に応じてダウンロードしてご確認ください。 
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6. 割り込みコントローラ（INTC） 

割り込みコントローラ（INTC）は、割り込み要因の優先順位を判定し、CPUへの割り込み要求を制御します。 

6.1 特長 
•  割り込み優先順位を16レベル設定可能 

 
INTCのブロック図を図 6.1に示します。 

NMI
IRQ0
IRQ1
IRQ2
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7

UBC
H-UDI
WDT

CMT0
CMT1
SCIF0
SCIF1
SCIF2

HIF

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

(割り込み要求)

入
力
コ
ン
ト
ロ
｜
ル

優
先
順
位
判
定

比
較
器

割り込み要求

SR

CPU

I3 I2 I1 I0

内
部
バ
ス

バス
インタ
フェース

IPRA～IPRE

ICR0

IRQSR

IRQCR

モジュールバス

INTC

UBC
H-UDI 
WDT 
CMT
SCIF 

：ユーザブレークコントローラ
：ユーザデバッグインタフェース
：ウォッチドッグタイマ
：コンペアマッチタイマ
：FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース

：ホストインタフェース
：割り込みコントロールレジスタ0
：IRQコントロールレジスタ
：IRQステータスレジスタ
：インタラプトプライオリティレジスタA～E
：ステータスレジスタ

HIF
ICR0
IRQCR
IRQSR
IPRA～IPRE
SR

IPR

【記号説明】

 

図 6.1 INTCのブロック図 
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6.2 入出力端子 
INTCの端子を表 6.1に示します。 

表 6.1 端子構成 

名称 略称 入出力 機   能 

ノンマスカブル割り込み入力端子 NMI 入力 マスク不可能な割り込み要求信号を入力 

割り込み要求入力端子 IRQ0～IRQ7 入力 マスク可能な割り込み要求信号を入力 

 

6.3 レジスタの説明 
割り込みコントローラには以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよび各処理状態による

レジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• 割り込みコントロールレジスタ0（ICR0） 

• IRQコントロールレジスタ（IRQCR） 

• IRQステータスレジスタ（IRQSR） 

• インタラプトプライオリティレジスタA（IPRA） 

• インタラプトプライオリティレジスタB（IPRB） 

• インタラプトプライオリティレジスタC（IPRC） 

• インタラプトプライオリティレジスタD（IPRD） 

• インタラプトプライオリティレジスタE（IPRE） 
 

6.3.1 割り込みコントロールレジスタ 0（ICR0） 

ICR0は、16ビットのレジスタで、外部割り込み入力端子 NMIの入力信号検出モードを設定し、NMI端子への

入力レベルを示します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 NMIL 1/0 R NMI入力レベル 

NMI端子に入力されている信号のレベルが設定されます。このビットを読むこ
とによって、NMI端子のレベルを知ることができます。書き込みは無効です。 

0：NMI端子にローレベルが入力されている 

1：NMI端子にハイレベルが入力されている 

14～9 － すべて 0 R  リザーブビット 

リードすると常に 0がリードされます。書き込む値も常に 0にしてください。 

8 NMIE 0 R/W NMIエッジセレクト 

0：NMI 入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

1：NMI 入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

7～0 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0がリードされます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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6.3.2 IRQコントロールレジスタ（IRQCR） 

IRQCRは、16ビットのレジスタで、外部割り込み入力端子 IRQ0～IRQ7の入力信号検出モードを設定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 

14 

IRQ71S 

IRQ70S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ7センスセレクト 

IRQ7端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ71S、IRQ70Sの

設定値が、 

00：IRQ7入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ7入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ7入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ7入力の両エッジで割り込み要求を検出 

13 

12 

IRQ61S 

IRQ60S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ6センスセレクト 

IRQ6端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ61S、IRQ60Sの

設定値が、 

00：IRQ6入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ6入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ6入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ6入力の両エッジで割り込み要求を検出 

11 

10 

IRQ51S 

IRQ50S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ5センスセレクト 

IRQ5端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ51S、IRQ50Sの

設定値が、 

00：IRQ5入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ5入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ5入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ5入力の両エッジで割り込み要求を検出 

9 

8 

IRQ41S 

IRQ40S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ4センスセレクト 

IRQ4端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ41S、IRQ40Sの

設定値が、 

00：IRQ4入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ4入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ4入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ4入力の両エッジで割り込み要求を検出 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 

6 

IRQ31S 

IRQ30S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ3センスセレクト 

IRQ3端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ31S、IRQ30Sの

設定値が、 

00：IRQ3入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ3入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ3入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ3入力の両エッジで割り込み要求を検出 

5 

4 

IRQ21S 

IRQ20S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ2センスセレクト 

IRQ2端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ21S、IRQ20Sの

設定値が、 

00：IRQ2入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ2入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ2入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ2入力の両エッジで割り込み要求を検出 

3 

2 

IRQ11S 

IRQ10S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ1センスセレクト 

IRQ1端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ11S、IRQ10Sの

設定値が、 

00：IRQ1入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ1入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ1入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ1入力の両エッジで割り込み要求を検出 

1 

0 

IRQ01S 

IRQ00S 

0 

0 

R/W 

R/W 

IRQ0センスセレクト 

IRQ0端子に対する割り込み信号をローレベル、立ち下がりエッジ、立ち上が

りエッジ、両エッジのどれで検出するかを選択します。IRQ01S、IRQ00Sの

設定値が、 

00：IRQ0入力のローレベルで割り込み要求を検出 

01：IRQ0入力の立ち下がりエッジで割り込み要求を検出 

10：IRQ0入力の立ち上がりエッジで割り込み要求を検出 

11：IRQ0入力の両エッジで割り込み要求を検出 
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6.3.3 IRQステータスレジスタ（IRQSR） 

IRQSRは、16ビットのレジスタで、外部割り込み入力端子 IRQ0～IRQ7状態と割り込み要求のステータスを示

します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 IRQ7L 0または 1 R IRQ7の端子状態を示します。 

0：IRQ7端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ7端子にハイレベルが入力されている 

14 IRQ6L 0または 1 R IRQ6の端子状態を示します。 

0：IRQ6端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ6端子にハイレベルが入力されている 

13 IRQ5L 0または 1 R IRQ5の端子状態を示します。 

0：IRQ5端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ5端子にハイレベルが入力されている 

12 IRQ4L 0または 1 R IRQ4の端子状態を示します。 

0：IRQ4端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ4端子にハイレベルが入力されている 

11 IRQ3L 0または 1 R IRQ3の端子状態を示します。 

0：IRQ3端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ3端子にハイレベルが入力されている 

10 IRQ2L 0または 1 R IRQ2の端子状態を示します。 

0：IRQ2端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ2端子にハイレベルが入力されている 

9 IRQ1L 0または 1 R IRQ1の端子状態を示します。 

0：IRQ1端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ1端子にハイレベルが入力されている 

8 IRQ0L 0または 1 R IRQ0の端子状態を示します。 

0：IRQ0端子にローレベルが入力されている 

1：IRQ0端子にハイレベルが入力されている 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 IRQ7F 0 R/W IRQ7割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ7割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ7端子へのハイレベル入力 

1：IRQ7割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ7端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ7割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ7F＝1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ7割り込みの受け付け 

1：IRQ7割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ7端子での指定エッジ検出 

6 IRQ6F 0 R/W IRQ6割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ6割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ6端子へのハイレベル入力 

1：IRQ6割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ6端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ6割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ6F＝1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ6割り込みの受け付け 

1：IRQ6割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ6端子での指定エッジ検出 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

5 IRQ5F 0 R/W IRQ5割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ5割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ5端子へのハイレベル入力 

1：IRQ5割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ5端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ5割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ5F＝1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ5割り込みの受け付け 

1：IRQ5割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ5端子での指定エッジ検出 

4 IRQ4F 0 R/W IRQ4割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ4割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ4端子へのハイレベル入力 

1：IRQ4割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ4端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ4割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ4F＝1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ4割り込みの受け付け 

1：IRQ4割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ4端子での指定エッジ検出 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

3 IRQ3F 0 R/W IRQ3割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ3割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ3端子へのハイレベル入力 

1：IRQ3割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ3端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ3割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ3F=1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ3割り込みの受け付け 

1：IRQ3割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ3端子での指定エッジ検出 

2 IRQ2F 0 R/W IRQ2割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ2割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ2端子へのハイレベル入力 

1：IRQ2割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ2端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ2割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ2F=1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ2割り込みの受け付け 

1：IRQ2割り込み要求を検出済み 

[セット条件]  

• IRQ2端子での指定エッジ検出 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 IRQ1F 0 R/W IRQ1割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ1割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ1端子へのハイレベル入力 

1：IRQ1割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ1端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ1割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ1F=1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ1割り込みの受け付け 

1：IRQ1割り込み要求を検出済み 

[セット条件] 

• IRQ1端子での指定エッジ検出 

0 IRQ0F 0 R/W IRQ0割り込み要求ステータスを示します。 

レベル検出を設定している場合 

0：IRQ0割り込み要求なし 

[クリア条件] 

IRQ0端子へのハイレベル入力 

1：IRQ0割り込み要求あり 

[セット条件] 

IRQ0端子へのローレベル入力 

 

エッジ検出を設定している場合 

0：IRQ0割り込み要求を未検出 

[クリア条件] 

• IRQ0F=1の状態を読み出した後の 0書き込み 

• IRQ0割り込みの受け付け 

1：IRQ0割り込み要求を検出済み 

[セット条件]  

• IRQ0端子での指定エッジ検出 

 

6.3.4 インタラプトプライオリティレジスタ A～E（IPRA～IPRE） 

IPRは 16ビットのリード／ライト可能な 5本のレジスタで、NMIを除く割り込み要因の優先順位（レベル 15

～0）を設定します。各割り込み要因と IPRの対応については「表 6.2 割り込み要因とベクタアドレスおよび割

り込み優先順位一覧」を参照してください。ビット 15～12、ビット 11～8、ビット 7～4、ビット 3～0の各 4ビッ

トに H'0から H'Fの範囲の値を設定することによって、対応する割り込み要求の優先順位が決まります。割り付

けのないリザーブビットについては、H'0（B'0000）を設定してください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 

14 

13 

12 

IPR15 

IPR14 

IPR13 

IPR12 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

対応する割り込み要因の優先順位を設定します。 

0000：優先レベル 0（最低）    1000：優先レベル 8 

0001：優先レベル 1            1001：優先レベル 9 

0010：優先レベル 2            1010：優先レベル 10 

0011：優先レベル 3            1011：優先レベル 11 

0100：優先レベル 4            1100：優先レベル 12 

0101：優先レベル 5            1101：優先レベル 13 

0110：優先レベル 6            1110：優先レベル 14 

0111：優先レベル 7            1111：優先レベル 15（最高） 

11 

10 

9 

8 

IPR11 

IPR10 

IPR9 

IPR8 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

対応する割り込み要因の優先順位を設定します。 

0000：優先レベル 0（最低）    1000：優先レベル 8 

0001：優先レベル 1            1001：優先レベル 9 

0010：優先レベル 2            1010：優先レベル 10 

0011：優先レベル 3            1011：優先レベル 11 

0100：優先レベル 4            1100：優先レベル 12 

0101：優先レベル 5            1101：優先レベル 13 

0110：優先レベル 6            1110：優先レベル 14 

0111：優先レベル 7            1111：優先レベル 15（最高） 

7 

6 

5 

4 

IPR7 

IPR6 

IPR5 

IPR4 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

対応する割り込み要因の優先順位を設定します。 

0000：優先レベル 0（最低）    1000：優先レベル 8 

0001：優先レベル 1            1001：優先レベル 9 

0010：優先レベル 2            1010：優先レベル 10 

0011：優先レベル 3            1011：優先レベル 11 

0100：優先レベル 4            1100：優先レベル 12 

0101：優先レベル 5            1101：優先レベル 13 

0110：優先レベル 6            1110：優先レベル 14 

0111：優先レベル 7            1111：優先レベル 15（最高） 

3 

2 

1 

0 

IPR3 

IPR2 

IPR1 

IPR0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

対応する割り込み要因の優先順位を設定します。 

0000：優先レベル 0（最低）    1000：優先レベル 8 

0001：優先レベル 1            1001：優先レベル 9 

0010：優先レベル 2            1010：優先レベル 10 

0011：優先レベル 3            1011：優先レベル 11 

0100：優先レベル 4            1100：優先レベル 12 

0101：優先レベル 5            1101：優先レベル 13 

0110：優先レベル 6            1110：優先レベル 14 

0111：優先レベル 7            1111：優先レベル 15（最高） 

【注】 ビット名は一般名称で表記しています。レジスタ一覧表ではモジュール名で表記しています。 
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6.4 割り込み要因 

6.4.1 外部割り込み要因 

割り込み要因は、ユーザブレーク、NMI、H-UDI、IRQ、内蔵周辺モジュールの 5つに分類されます。各割り込

みの優先順位は優先レベル値（0～16）で表され、レベル 0が最低でレベル 16が最高です。レベル 0に設定する

と、その割り込みはマスクされます。 
 

（1） NMI割り込み 

NMI割り込みは、レベル 16の割り込みで、常に受け付けられます。NMI端子からの入力はエッジで検出され、

検出エッジは、割り込みコントロールレジスタ 0（ICR0）の NMIエッジセレクトビット（NMIE）の設定によっ

て立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを選択できます。 

NMI割り込み例外処理によって、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビット（I3～I0）は 15に設定さ

れます。 
 

（2） IRQ7～IRQ0割り込み 

IRQ割り込みは IRQ0～IRQ7端子からの入力による割り込みです。IRQコントロールレジスタ（IRQCR）の IRQ

センスセレクトビット（IRQ71S、IRQ70S～IRQ01S、IRQ00S）の設定によって、端子ごとにローレベル検出、立

ち下がりエッジ検出、立ち上がりエッジ検出、または両エッジ検出を選択できます。また、インタラプトプライ

オリティレジスタ A、B（IPRA、IPRB）によって、端子ごとに優先レベルを 0～15の範囲で設定できます。 

IRQ割り込みをローレベル検出に設定している場合、IRQ端子がローレベルの期間 INTCに割り込み要求信号が

送られます。IRQ端子がハイレベルになると、割り込み要求信号は INTCに送られません。IRQステータスレジス

タ（IRQSR）の IRQフラグ（IRQ7F～IRQ0F）を読み出しすることにより割り込み要求の有無を確認できます。 

IRQ割り込みを立ち下がりエッジ（立ち上がりエッジ、両エッジ）検出に設定している場合、IRQ端子のハイ

レベルからローレベル（ローレベルからハイレベル、ローレベルからハイレベルあるいはハイレベルからローレ

ベル）の変化により割り込み要求が検出され、INTCに割り込み要求信号が送られます。IRQ割り込み要求の検出

結果は、その割り込み要求が受け付けられるまで保持されます。また、IRQステータスレジスタ（IRQSR）の IRQ

フラグ（IRQ7F～IRQ0F）を読み出すことにより IRQ割り込み要求が検出されているかどうかを確認でき、1読み

出し後に 0を書き込むことにより IRQ割り込み要求の検出結果を取り下げることができます。 

IRQ割り込み例外処理では、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビット（I3～I0）は、受け付けた IRQ

割り込みの優先レベル値に設定されます。 

IRQ7～IRQ0割り込みのブロック図を図 6.2に示します。 
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IRQCR.IRQn1S
IRQCR.IRQn0S

IRQSR.IRQnF

IRQn端子

n＝7～0

RESIRQn

レベル
検出

エッジ
検出

S Q

R

選
択

CPU
割り込み要求

（IRQn割り込みの受け付け／
　IRQnF=1 読み出し後のIRQnF=0 書き込み）

IRQSR.IRQnL

 

図 6.2 IRQ7～IRQ0割り込み制御 

 

6.4.2 内蔵周辺モジュール割り込み 

内蔵周辺モジュール割り込みは、以下に示す内蔵周辺モジュールで発生する割り込みです。 

要因ごとに異なる割り込みベクタが割り当てられているため、例外サービスルーチンで要因を判定する必要は

ありません。優先順位は、インタラプトプライオリティレジスタ C～E（IPRC～IPRE）によって、モジュールご

とに優先レベル 0～15の範囲で設定できます。内蔵周辺モジュール割り込み例外処理では、ステータスレジスタ

（SR）の割り込みマスクビット（I3～I0）は、受け付けた内蔵周辺モジュール割り込みの優先レベル値に設定さ

れます。 
 

6.4.3 ユーザブレーク割り込み 

ユーザブレーク割り込みは、ユーザブレークコントローラ（UBC）で設定したブレーク条件が成立したときに

発生する割り込みで、優先レベルは 15です。ユーザブレーク割り込み要求はエッジで検出され、受け付けられる

まで保持されます。ユーザブレーク例外処理によって、ステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビット（I3

～I0）は 15に設定されます。ユーザブレークの詳細は、「第 16章 ユーザブレークコントローラ（UBC）」を

参照してください。 
 

6.4.4 H-UDI割り込み 

ユーザデバッグインタフェース（H-UDI）割り込みは、優先順位レベル 15を持ち、H-UDI割り込みのインスト

ラクションをシリアル入力すると発生します。H-UDI割り込みはエッジで検出され、受け付けられるまで保持さ

れます。H-UDI例外処理により、SRの I3～I0は 15に設定されます。H-UDI割り込みについては、「第 17章 ユ

ーザデバッグインタフェース（H-UDI）」を参照してください。 
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6.5 割り込み例外処理ベクタテーブル 
表 6.2に、割り込み要因とベクタ番号、ベクタテーブルアドレスオフセット、割り込み優先順位を示します。 

各割り込み要因には、それぞれ異なるベクタ番号とベクタテーブルアドレスオフセットが割り当てられていま

す。ベクタテーブルアドレスは、このベクタ番号やベクタテーブルアドレスオフセットから算出されます。割り

込み例外処理では、このベクタテーブルアドレスが示すベクタテーブルから例外サービスルーチンの開始アドレ

スが取り出されます。ベクタテーブルアドレスの算出法は、「第 5章 例外処理」の「表 5.4 例外処理ベクタテ

ーブルアドレスの算出法」を参照してください。 

IRQ割り込みと内蔵周辺モジュール割り込みの優先順位は、インタラプトプライオリティレジスタ A～E（IPRA

～IPRE）によって、端子またはモジュールごとに、優先レベル 0～15の範囲で任意に設定できます。ただし、同

一の IPRによって指定される複数の割り込み要因の優先順位は、ベクタ番号の小さい要因ほど高い優先に割り付

けられており変更できません。IRQ割り込みと内蔵周辺モジュール割り込みの優先順位は、パワーオンリセット

によって、優先レベル 0に設定されます。複数の割り込み要因の優先順位を同じレベルに設定した場合、それら

の割り込みが同時に発生したときは、表 6.2に示す「デフォルト優先順位」に従って処理されます。 
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表 6.2 割り込み要因とベクタアドレスおよび割り込み優先順位一覧 

割り込み要因発生元 名称 ベクタ番号 ベクタテーブル 

先頭アドレス 

IPR デフォルト 

優先順位 

ユーザブレーク  12 H'00000030 － 高 

外部端子 NMI 11 H'0000002C －  

H-UDI  13 H'00000034 －  

外部端子 IRQ0 64 H'00000100 IPRA15～IPRA12  

 IRQ1 65 H'00000104 IPRA11～IPRA8  

 IRQ2 66 H'00000108 IPRA7～IPRA4  

 IRQ3 67 H'0000010C IPRA3～IPRA0  

 IRQ4 80 H'00000140 IPRB15～IPRB12  

 IRQ5 81 H'00000144 IPRB11～IPRB8  

 IRQ6 82 H'00000148 IPRB7～IPRB4  

 IRQ7 83 H'0000014C IPRB3～IPRB0  

WDT ITI 84 H'00000150 IPRC15～IPRC12  

CMTチャネル 0 CMI0 86 H'00000158 IPRC7～IPRC4  

CMTチャネル 1 CMI1 87 H'0000015C IPRC3～IPRC0  

SCIFチャネル 0 ERI_0 88 H'00000160 IPRD15～IPRD12  

 RXI_0 89 H'00000164   

 BRI_0 90 H'00000168   

 TXI_0 91 H'0000016C   

SCIFチャネル 1 ERI_1 92 H'00000170 IPRD11～IPRD8  

 RXI_1 93 H'00000174   

 BRI_1 94 H'00000178   

 TXI_1 95 H'0000017C   

SCIFチャネル 2 ERI_2 96 H'00000180 IPRD7～IPRD4  

 RXI_2 97 H'00000184   

 BRI_2 98 H'00000188   

 TXI_2 99 H'0000018C   

HIF HIFI 100 H'00000190 IPRE15～IPRE12  

 HIFBI 101 H'00000194 IPRE11～IPRE8 低 
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6.6 動作説明 

6.6.1 割り込み動作の流れ 

割り込み発生時の動作の流れを以下に説明します。また、図 6.3に動作フローを示します。 
 

1. 割り込みコントローラに対して、各割り込み要求元から割り込み要求信号が送られます。 

2. 割り込みコントローラでは、送られた割り込み要求の中から、インタラプトプライオリティレジスタA～E

（IPRA～IPRE）に従って最も優先順位の高い割り込みが選択され、それより優先順位の低い割り込みは無視

*されます。このとき、同一優先順位に設定された割り込み、または同一モジュール内の割り込みが複数発生

した場合は、表6.2に示す「デフォルト優先順位」に従って、最も優先順位の高い割り込みが選択されます。 

3. 割り込みコントローラで選択された割り込みの優先レベルとCPUのステータスレジスタ（SR）の割り込みマ

スクビット（I3～I0）とが比較されます。I3～I0ビットに設定されているレベルと同じか低い優先レベルの割

り込みは無視されます。I3～I0ビットのレベルより高い優先レベルの割り込みだけが受け付けられ、CPUへ

割り込み要求信号が送られます。 

4. 割り込みコントローラから送られた割り込み要求は、CPUが実行しようとしている命令のデコード時に検出

され、その命令の実行が割り込み例外処理に置き換えられます。 

5. SRとプログラムカウンタ（PC）がスタックに退避されます。 

6. SRのI3～I0ビットに、受け付けられた割り込みの優先レベルが書き込まれます。 

7. 受け付けられた割り込みに対応する例外処理ベクタテーブルから、例外サービスルーチン開始アドレスが取

り出され、そのアドレスにジャンプして、プログラムの実行が開始されます。このときのジャンプは遅延分

岐ではありません。 
 
【注】 * エッジ検出に設定されている割り込み要求は受け付けられるまで保留されます。ただし IRQ割り込みの場合は、IRQ

ステータスレジスタ（IRQSR）のアクセスにより取り下げることができます。 

  また、エッジ検出により保留されている割り込みはパワーオンリセットおよび H-UDIリセットでクリアされます。 
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プログラム実行状態

割り込み発生？

ユーザブレーク？

I3～I0が
レベル14以下？

NMI?

I3～I0が
レベル14以下？

レベル14の
割り込み？

レベル1の
割り込み？I3～I0が

レベル13以下？

I3～I0が
レベル0？

No

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

SRをスタックに退避

PCをスタックに退避

割り込みレベルを
I3～I0にコピー

例外処理ベクタ
テーブルをリード

例外サービス
ルーチンへ分岐

【注】　I3～I0：CPU中のステータスレジスタ（SR）の割り込みマスクビット

H-UDI割り込み？

No

No

Yes

レベル15の
割り込み？

 

図 6.3 割り込み動作フロー 
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6.6.2 割り込み例外処理終了後のスタックの状態 

割り込み例外処理終了後のスタックの状態は、図 6.4に示すようになります。 

Address

4n-8

4n-4

4n

PC *1

SR

32ビット

32ビット

SP

【注】
  　 

   *1　PC：実行済命令の次命令（戻り先命令）の先頭アドレス
   *2　SPは必ず4の倍数になるようにしてください。

*2

 

図 6.4 割り込み例外処理終了後のスタック状態 
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6.7 割り込み応答時間 
割り込み要求が発生してから、割り込み例外処理が行われ、例外サービスルーチンの先頭命令のフェッチが開

始されるまでの時間（割り込み応答時間）を表 6.3に示します。また、IRQ割り込みを受け付けるときのパイプ

ライン動作例を図 6.5に示します。 
 

表 6.3 割り込み応答時間 

ステート数 備考 項目 

NMI、H-UDI IRQ、周辺モジュール  

優先順位判定および SRの

マスクビットとの比較時間

1×Icyc+2×Pcyc 1×Icyc+3×Pcyc   

CPUが実行中のシーケンス

終了までの待ち時間 

X（≧0） 最も長いシーケンスは割り込み例外

処理またはアドレスエラー例外処理

で、X=7×Icyc+m1+m2+m3+m4。た

だし割り込みをマスクする命令が続

く場合さらに長くなることもありま

す。 

割り込み例外処理開始か

ら、例外サービスルーチン

の先頭命令のフェッチを開

始するまでの時間 

8×Icyc+m1+m2+m3 SR、PCの退避とベクタアドレスの

フェッチを行います。 

合計 9×Icyc+2×

Pcyc+m1+m2+m3+X 

9×Icyc+3×

Pcyc+m1+m2+m3+X 

 

最小時* 12×Icyc+2×Pcyc 12×Icyc+3×Pcyc SR、PC、ベクタテーブルがすべて内

蔵 RAMにあるか、キャッシュ（ライ

トバックモード）にヒットした場合。 

応答時間 

最大時 16×Icyc+2×Pcyc 

+2(m1+m2+m3)+m4 

16×Icyc+3×Pcyc 

+2(m1+m2+m3)+m4 

 

【注】 m1～m4は下記のメモリアクセスに要するステート数です。 

 m1 ：SRの退避（ロングワードライト） 

 m2 ：PCの退避（ロングワードライト） 

 m3 ：ベクタアドレスリード（ロングワードリード） 

 m4 ：割り込みサービスルーチン先頭命令のフェッチ 

 * m1=m2=m3=m4=1×Icycの場合 
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7. バスステートコントローラ（BSC） 

外部バスコントローラ（BSC）は、外部アドレス空間に接続された各種メモリ、外部デバイスに対し制御信号

を出力します。これにより、SRAM、SDRAMなどの各種メモリおよび外部デバイスを直接接続することができま

す。 

7.1 特長 
BSCには、次の特長があります。 

（1） 外部アドレス空間 

• CS0、CS3、CS4、CS5B、およびCS6Bの各空間をそれぞれ最大32Mバイトまたは最大64Mバイトまで、外部

アドレス空間の合計を256Mバイト（5個の部分空間に分割）までサポート 

• CS0、CS3、CS4、CS5、およびCS6の各空間はそれぞれ最大64Mバイトまで、外部アドレス空間の合計は320M

バイト（5個の部分空間に分割）までサポート 

• 空間ごとに、通常空間インタフェース、バイト選択付きSRAMインタフェース、SDRAM、およびPCMCIAの

メモリ種類を指定可能 

• 空間ごとに、データバス幅（8ビット、または16ビット）を選択可能 

• 空間ごとに、ウェイトステートの挿入を制御可能 

• リードアクセス、ライトアクセスごとにウェイトステートの挿入を制御可能 

• 連続するアクセスがリードライト（同一空間または別空間）、リードリード（同一空間または別空間）、お

よび先頭サイクルがライトの場合の5種類独立にアイドルサイクルを設定可能 
 

（2） 通常空間インタフェース 

• SRAMとの直結が可能なインタフェースをサポート 
 

（3） SDRAMインタフェース 

• エリア3でSDRAMを設定可能 

• ローアドレスまたはカラムアドレスのマルチプレクス出力をサポート 

• シングル読み出しまたはシングル書き込みによる効率的なアクセスが可能 

• バンクアクティブモードによる高速アクセスが可能 

• オートリフレッシュとセルフリフレッシュのサポート 
 

（4） バイト選択付き SRAMインタフェース 

• バイト選択付きSRAMとの直結が可能なインタフェースをサポート 
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（5） PCMCIA直結インタフェース 

• JEIDA仕様Ver4.2（PCMCIA2.1 Rev2.1）で定める「ICメモリカードおよびI/Oカードインタフェース」をサ

ポート 

• ウェイトステート挿入をプログラムで制御可能 

• I/Oバス幅のバスサイジング機能をサポート（リトルエンディアンモード時のみ） 
 

（6） リフレッシュ機能 

• オートリフレッシュとセルフリフレッシュをサポート 

• リフレッシュ用カウンタ、クロック選択により、リフレッシュ間隔を設定可能 

• リフレッシュ回数設定（1、2、4、6、および8）による集中リフレッシュが可能 
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BSCのブロック図を図 7.1に示します。 

CMNCR

CS0WCR

CS6BWCR

RWTCNT

CS0BCR

CS6BBCR

SDCR

RTCSR

RTCNT

RTCOR

比較器

バス権
制御部

ウェイト
制御部

エリア
制御部

内部マスタ
モジュール

内部スレーブ
モジュール

内
部
バ
ス

メモリ
制御部

リフレッシュ
制御部

【記号説明】

モ
ジ
ュ
ー
ル
バ
ス

BSC

WAIT

MD5

IOIS16

CMNCR
CSnWCR
RWTCNT
CSnBCR
SDCR
RTCSR
RTCNT
RTCOR

：共通コントロールレジスタ
：CSn空間ウェイトコントロールレジスタ（n＝0、3、4、5B、6B）
：リセットウェイトカウンタ
：CSn空間バスコントロールレジスタ（n＝0、3、4、5B、6B）
：SDRAMコントロールレジスタ
：リフレッシュタイマコントロール／ステータスレジスタ
：リフレッシュタイマカウンタ
：リフレッシュタイムコンスタントレジスタ

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

CS0、CS3、CS4、 
CS5B（CE1A）、
CS6B（CE1B）

A25～A0、D15～D0、 
BS、RD/WR、RD、
WE1（BE1、DQMLU、WE）、
WE0（BE0、DQMLL）、
ICIOWR、ICIORD、RAS、
CAS、CKE、CE2A、CE2B

 

図 7.1 バスステートコントローラのブロック図 
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7.2 入出力端子 
BSCの端子構成を表 7.1に示します。 

表 7.1 端子構成 

端子名 入出力 機   能 

A25～A0 出力 アドレスバス* 

D15～D0 入出力 データバス 

BS 出力 バスサイクルの開始を示す信号 

通常空間、バースト ROM（クロック同期／非同期）、および PCMCIAアクセス時に
アサートされる。SDRAMアクセス時は、CASと同タイミングでアサートされる。 

CS0、CS3、CS4 出力 チップセレクト 

CS5B/CE1A 出力 チップセレクト 

PCMCIA使用時は、エリア 5に接続された PCMCIA用チップイネーブル 

CE2A 出力 PCMCIA使用時は、エリア 5に接続された PCMCIA用チップイネーブル 

CS6B/CE1B 出力 チップセレクト 

PCMCIA使用時は、エリア 6に接続された PCMCIA用チップイネーブル 

CE2B 出力 PCMCIA使用時は、エリア 6に接続された PCMCIA用チップイネーブル 

RD/WR 出力 リードまたはライト信号 

SDRAM、およびバイト選択付き SRAM接続時は、WE端子に接続 

RD 出力 リードパルス信号（リードデータ出力許可信号） 

PCMCIA使用時は、メモリリードサイクルを示すストローブ信号 

ICIOWR 出力 PCMCIA使用時、I/Oライトを示すストローブ信号 

ICIORD 出力 PCMCIA使用時、I/Oリードを示すストローブ信号 

WE1(BE1)/WE 出力 D15～D8対応のバイト書き込み指示 

バイト選択付き SRAM接続時は、バイトセレクト端子に接続 

PCMCIA使用時は、メモリライトサイクルを示すストローブ信号 

WE0(BE0) 出力 D7～D0対応のバイト書き込み指示 

バイト選択付き SRAM接続時は、バイトセレクト端子に接続 

RAS 出力 SDRAM接続時は、RAS端子に接続 

CAS 出力 SDRAM接続時は、CAS端子に接続 

CKE 出力 SDRAM接続時は、CKE端子に接続 

IOIS16 入力 PCMCIAの 16ビット I/Oを示す信号 

リトルエンディアン時のみ有効 

ビッグエンディアン時は、ローレベルにしてください。 

DQMLU 

DQMLL 

出力 SDRAM接続時は、DQMxx端子に接続 

DQMLU：D15～D8対応の選択信号 

DQMLL：D7～D0対応の選択信号 

WAIT 入力 外部ウェイト入力 

MD5、MD3 入力 MD5：データアライメント（ビッグまたはリトルエンディアンの選択） 

MD3：エリア 0のバス幅（8/16ビット） 

【注】 * A25～A16はパワーオンリセット直後は汎用入力ポートになっていますので、必要に応じて LSI外部でプルダウン／
プルアップをしてください。 
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7.3 エリアの概要 

7.3.1 空間分割 

本 LSIは、アーキテクチャとして 32ビットのアドレス空間を有しています。このうち上位 3ビットで P0～P4

領域に分類され、キャッシュアクセス方法を表します。詳細は、「第 3章 キャッシュ」を参照ください。残り

29ビットは、CMNCRレジスタのMAPビットにより、アドレスマップ 1を選択した場合、10空間（ただし、う

ち 5空間は予約）、またアドレスマップ 2を選択した場合、8空間（ただし、うち 3空間は予約）に分類されてい

ます。BSCは、本 29ビットの空間の制御を行います。 

本 LSIは、表 7.2、表 7.3に示すように 5空間にそれぞれ各種メモリを接続でき、おのおのに対応してチップセ

レクト信号（CS0、CS3、CS4、CS5B、および CS6B）を出力します。たとえば、エリア 0のアクセス時には CS0

がアサートされます。 
 

7.3.2 シャドウ空間 

エリア 0、3、4、5B、および 6Bは、物理アドレスの A28～A25でデコードされ、000～111のエリアに対応しま

す。アドレスの A31～A29は、無視されます。このため、たとえば、エリア 0のアドレスの範囲は H'00000000～

H'03FFFFFFなのに対し、H'20000000×n（n＝1～6）を加えた P1～P3領域のアドレス空間はシャドウ空間となり

ます。 

また、エリア 7のアドレスの範囲は、H'1C000000～H'1FFFFFFFです。エリア 7のシャドウ空間に相当するアド

レスを含めて H'1C000000＋H'20000000×n～H'1FFFFFFF＋H'20000000×n（n＝0～6）は予約空間ですので、使用

しないでください。 

P4領域（H'E0000000～H'EFFFFFFF）は、I/O領域であり、内蔵レジスタ等のアドレスが割り付けてあります。

シャドウ空間にはなりません。 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-6 
RJJ09B0262-0400  

H'00000000

H'20000000

H'40000000

H'60000000

H'80000000

H'A0000000

H'C0000000

H'E0000000

物理アドレス空間

アドレス空間

P0

P1

P2

P3

P4

エリア0（CS0）

エリア1（予約エリア）

エリア2（予約エリア）

エリア3（CS3）

エリア4（CS4）

エリア5A（予約エリア）

エリア6A（予約エリア）

エリア7（予約エリア）

エリア5B（CS5B）

エリア6B（CS6B）

 

図 7.2 アドレス空間 

7.3.3 アドレスマップ 

外部アドレス空間は合計 256Mバイトあり、これを 5空間に分割して使用します。接続されるメモリの種類お

よびデータバス幅は、各部分空間ごとに指定します。外部アドレス空間のアドレスマップは、下表のとおりです。 
 

表 7.2 アドレスマップ 1（CMNCR.MAP＝0） 

アドレス 空間 メモリ種類 サイズ 

H'00000000～H'03FFFFFF エリア 0 通常空間 64Mバイト 

H'04000000～H'07FFFFFF エリア 1 予約エリア* 64Mバイト 

H'08000000～H'0BFFFFFF エリア 2 予約エリア* 64Mバイト 

H'0C000000～H'0FFFFFFF エリア 3 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

SDRAM 

64Mバイト 

H'10000000～H'13FFFFFF エリア 4 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

64Mバイト 

H'14000000～H'15FFFFFF エリア 5A 予約エリア* 32Mバイト 

H'16000000～H'17FFFFFF エリア 5B 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

32Mバイト 

H'18000000～H'19FFFFFF エリア 6A 予約エリア* 32Mバイト 

H'1A000000～H'1BFFFFFF エリア 6B 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

32Mバイト 

H'1C000000～H'1FFFFFFF エリア 7 予約エリア* 64Mバイト 

【注】 * 予約エリアは、アクセスしないでください。アクセスした場合は、動作の保証はできません。 
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表 7.3 アドレスマップ 2（CMNCR.MAP＝1） 

アドレス 空間 メモリ種類 サイズ 

H'00000000～H'03FFFFFF エリア 0 通常空間 64Mバイト 

H'04000000～H'07FFFFFF エリア 1 予約エリア*1 64Mバイト 

H'08000000～H'0BFFFFFF エリア 2 予約エリア*1 64Mバイト 

H'0C000000～H'0FFFFFFF エリア 3 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

SDRAM 

64Mバイト 

H'10000000～H'13FFFFFF エリア 4 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

64Mバイト 

H'14000000～H'17FFFFFF エリア 5*2 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

PCMCIA 

64Mバイト 

H'18000000～H'1BFFFFFF エリア 6*2 通常空間 

バイト選択付き SRAM 

PCMCIA 

64Mバイト 

H'1C000000～H'1FFFFFFF エリア 7 予約エリア*1 64Mバイト 

【注】 *1 予約エリアは、アクセスしないでください。アクセスした場合は、動作の保証はできません。 

 *2 エリア 5空間は、CS5BBCRおよび CS5BWCRレジスタが有効になります。 

エリア 6空間は、CS6BBCRおよび CS6BWCRレジスタが有効になります。 
 

7.3.4 エリア 0メモリタイプおよびメモリバス幅 

本 LSIのメモリバス幅は、空間ごとに設定できます。エリア 0では、パワーオンリセット時に外部端子を用い

てバスサイズを通常空間設定時は 8ビット、16ビットから選択できます。それ以外のエリアは、レジスタで設定

します。パワーオンリセット時のメモリタイプおよび外部端子（MD3）とバス幅の関係は、以下のようになりま

す。 

表 7.4 外部端子（MD3）と CS0メモリタイプ、メモリバス幅の対応 

MD3 メモリタイプ バス幅 

1 通常空間 8ビット 

0  16ビット 

 

7.3.5 データアライメント 

本 LSIでは、データアライメントとしてビッグエンディアンとリトルエンディアンをサポートします。データ

アライメントは、パワーオンリセット時の外部端子（MD5）で決まります。 
 

表 7.5 外部端子（MD5）とエンディアン対応 

MD5 データアライメント 

0 ビッグエンディアン 

1 リトルエンディアン 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-8 
RJJ09B0262-0400  

7.4 レジスタの説明 
BSCには、以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよびアクセスサイズについては、「第

18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

メモリとのインタフェースの設定が終了するまでは、CS0空間以外はアクセスしないでください。 

• 共通コントロールレジスタ（CMNCR） 

• エリア0バスコントロールレジスタ（CS0BCR） 

• エリア3バスコントロールレジスタ（CS3BCR） 

• エリア4バスコントロールレジスタ（CS4BCR） 

• エリア5Bバスコントロールレジスタ（CS5BBCR） 

• エリア6Bバスコントロールレジスタ（CS6BBCR） 

• エリア0ウェイトコントロールレジスタ（CS0WCR） 

• エリア3ウェイトコントロールレジスタ（CS3WCR） 

• エリア4ウェイトコントロールレジスタ（CS4WCR） 

• エリア5Bウェイトコントロールレジスタ（CS5BWCR） 

• エリア6Bウェイトコントロールレジスタ（CS6BWCR） 

• SDRAMコントロールレジスタ（SDCR） 

• リフレッシュタイマコントロール／ステータスレジスタ（RTCSR） 

• リフレッシュタイマカウンタ（RTCNT） 

• リフレッシュタイムコンスタントレジスタ（RTCOR） 
 

7.4.1 共通コントロールレジスタ（CMNCR） 

本レジスタは、各エリアに共通の制御を行う 32ビットのレジスタです。 

レジスタの初期設定が終了するまでは、エリア 0以外の外部メモリをアクセスしないでください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

12 MAP 0 R/W 空間設定 

本ビットにより、外部アドレス空間のアドレスマップを選択します。選択で

きるアドレスマップについては、表 7.2、表 7.3を参照してください。 

0：アドレスマップ 1を選択 

1：アドレスマップ 2を選択 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-9 
  RJJ09B0262-0400 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

11～5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

4 － 1 R リザーブビット 

読み出すと常に 1が読み出されます。書き込み時も常に 1にしてください。 

3 ENDIAN 0/1* R エンディアンフラグ 

本ビットは、パワーオンリセット時にエンディアン設定の外部端子（MD5）

の値をサンプリングします。全空間のエンディアンは、このビットで決定さ

れます。本ビットは、読み出し専用です。 

0：パワーオンリセット時にエンディアン設定の外部端子（MD5）がロー

レベルであり、本 LSIがビッグエンディアンとして動作 

1：パワーオンリセット時にエンディアン設定の外部端子（MD5）がハイ

レベルであり、本 LSIがリトルエンディアンとして動作 

2 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 HIZMEM 0 R/W High-Zメモリコントロール 

本ビットは、A25－0、BS、CSn、RD/WR、WEn（BEn）/DQMxx、および

RDのスタンバイモード時の端子状態を指定します。 

0：スタンバイモード時にハイインピ－ダンス 

1：スタンバイモード時にドライブ 

0 HIZCNT 0 R/W High-Zコントロール 

本ビットは、CKIO、CKE、RAS、CASのスタンバイモード時の状態を指定

します。 

0：CKIO、CKE、RAS、CASは、スタンバイモード時にハイインピ－ダ

ンス 

1：CKIO、CKE、RAS、CASは、スタンバイモード時にドライブ 

【注】 * エンディアンを指定する外部端子（MD5）の値をパワーオンリセット時にサンプリングします。 

ビッグエンディアンのときは 0、リトルエンディアンのときは 1となります。 
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7.4.2 CSn空間バスコントロールレジスタ（CSnBCR）（n＝0、3、4、5B、6B） 

本レジスタは、各空間に接続するメモリの種類、空間のデータバス幅、およびアクセスサイクル間ウェイト数

を設定します。 

レジスタの初期設定が終了するまでは、エリア 0以外の外部メモリをアクセスしないでください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31、30 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

29 

28 

IWW1 

IWW0 

1 

1 

R/W 

R/W 

ライト－リード／ライト－ライトサイクル間アイドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセスした後に挿入するアイドルサ

イクル数を指定します。対象となるサイクルは、ライト－リードサイクルとラ

イト－ライトサイクルの場合です。 

00：アイドルサイクルなし 

01：1アイドルサイクル挿入 

10：2アイドルサイクル挿入 

11：4アイドルサイクル挿入 

27 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

26 

25 

IWRWD1 

IWRWD0 

1 

1 

R/W 

R/W 

別空間リード－ライトサイクル間アイドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセスした後に挿入するアイドルサ

イクル数を指定します。対象となるサイクルは、連続するアクセスが別空間で

かつリード－ライトサイクルの場合です。 

00：アイドルサイクルなし 

01：1アイドルサイクル挿入 

10：2アイドルサイクル挿入 

11：4アイドルサイクル挿入 

24 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

23 

22 

IWRWS1 

IWRWS0 

1 

1 

R/W 

R/W 

同一空間リード－ライトサイクル間アイドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセスした後に挿入するアイドルサ

イクル数を指定します。対象となるサイクルは、連続するアクセスが同一空間

でかつリード－ライトサイクルの場合です。 

00：アイドルサイクルなし 

01：1アイドルサイクル挿入 

10：2アイドルサイクル挿入 

11：4アイドルサイクル挿入 

21 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

20 

19 

IWRRD1 

IWRRD0 

1 

1 

R/W 

R/W 

別空間リード－リードサイクル間アイドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセスした後に挿入するアイドルサ

イクル数を指定します。対象となるサイクルは、連続するアクセスが別空間で

かつリード－リードサイクルの場合です。 

00：アイドルサイクルなし 

01：1アイドルサイクル挿入 

10：2アイドルサイクル挿入 

11：4アイドルサイクル挿入 

18 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

17 

16 

IWRRS1 

IWRRS0 

1 

1 

R/W 

R/W 

同一空間リード－リードサイクル間アイドル指定 

本ビットは、空間に接続されたメモリをアクセスした後に挿入するアイドルサ

イクル数を指定します。対象となるサイクルは、連続するアクセスが同一空間

でかつリード－リードサイクルの場合です。 

00：アイドルサイクルなし 

01：1アイドルサイクル挿入 

10：2アイドルサイクル挿入 

11：4アイドルサイクル挿入 

15 

14 

13 

12 

TYPE3 

TYPE2 

TYPE1 

TYPE0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

メモリ種類指定 

本ビットは、空間に接続するメモリの種類を設定します。 

0000：通常空間 

0001：予約（設定不可） 

0010：予約（設定不可） 

0011：バイト選択付き SRAM 

0100：SDRAM 

0101：PCMCIA 

0110：予約（設定不可） 

0111：予約（設定不可） 

1000：予約（設定不可） 

1001：予約（設定不可） 

1010：予約（設定不可） 

1011：予約（設定不可） 

1100：予約（設定不可） 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

エリアごとのメモリタイプは表 7.2、表 7.3を参照ください。 

11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

10 

9 

BSZ1 

BSZ0 

1* 

1* 

R/W 

R/W 

データバス幅指定 

本ビットは、空間のデータバス幅を指定します。 

00：予約（設定不可） 

01：8ビット 

10：16ビット 

11：予約（設定不可） 

【注】 1. エリア 0のデータバス幅は、外部入力端子で設定します。CS0BCR

の BSZ1、0ビットの設定は無視されます。 

 2. エリア 5またはエリア 6を PCMCIA空間に設定した場合は、 バス

幅は 8または 16ビットから設定が可能です。 

 3. エリア 3を SDRAM空間に設定した場合は、バ ス幅は 16ビット以

外の設定はできません。 

 4. エリア 0以外の外部メモリにアクセスする前に、本ビット を 01、

または 10に設定してください。 

8～0 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

【注】 * CS0BCRは、バス幅を指定する外部端子（MD3）の値をパワーオンリセット時にサンプリングします。 
 

7.4.3 CSn空間ウェイトコントロールレジスタ（CSnWCR）（n＝0、3、4、5B、6B） 

本レジスタは、メモリアクセスに関する各種ウェイトサイクルの設定を行います。本レジスタのビット構成は、

CSn空間バスコントロールレジスタ（CSnBCR）に設定したメモリ種類（TYPE3、2、1、0）により、以下のよう

に変わります。対象となるエリアをアクセスする前に設定してください。また、CSnWCRは、CSnBCRを設定後

に設定してください。 
 

（1） 通常空間、バイト選択付き SRAM 

• CS0WCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

12 

11 

SW1 

SW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

アドレス、CSnアサート→RD、WE（BEn）アサート遅延サイクル数 

本ビットは、アドレス、CSnアサートから RD、WE（BEn）アサートまでの遅

延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リード／ライトアクセスに必要なウェイトサイクル数を指定しま

す。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

0010：2サイクル 

0011：3サイクル 

0100：4サイクル 

0101：5サイクル 

0110：6サイクル 

0111：8サイクル 

1000：10サイクル 

1001：12サイクル 

1010：14サイクル 

1011：18サイクル 

1100：24サイクル 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

HW1 

HW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

RD、WEn（BEn）ネゲート→アドレス、CSnネゲート遅延サイクル数 

本ビットは、RD、WEn（BEn）ネゲートから、アドレス、CSnネゲートまで

の遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 
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• CS3WCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～21 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

20 BAS 0 R/W バイト選択付き SRAM バイトアクセス選択 

本ビットは、バイト選択付き SRAMインタフェース時のWEn（BEn）および

RD/WR信号のタイミングを設定します。 

0：WEn（BEn）は、リードライトタイミングでアサート（ストローブ） 

RD/WRは、ライトアクセスサイクル中アサート（ステータス） 

1：WEn（BEn）は、リードライトアクセスサイクル中アサート（ステータ

ス） 

RD/WRは、ライトタイミングでアサート（ストローブ） 

19～11 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リード／ライトアクセスに必要なウェイトサイクル数を指定しま

す。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

0010：2サイクル 

0011：3サイクル 

0100：4サイクル 

0101：5サイクル 

0110：6サイクル 

0111：8サイクル 

1000：10サイクル 

1001：12サイクル 

1010：14サイクル 

1011：18サイクル 

1100：24サイクル 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5～0 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-15 
  RJJ09B0262-0400 

• CS4WCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～21 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

20 BAS 0 R/W バイト選択付き SRAM バイトアクセス選択 

本ビットは、バイト選択付き SRAMインタフェース時のWEn（BEn）および

RD/WR信号のタイミングを設定します。 

0：WEn（BEn）は、リードライトタイミングでアサート（ストローブ） 

RD/WRは、ライトアクセスサイクル中アサート（ステータス） 

1：WEn（BEn）は、リードライトアクセスサイクル中アサート（ステータ

ス） 

RD/WRは、ライトタイミングでアサート（ストローブ） 

19 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

18 

17 

16 

WW2 

WW1 

WW0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライトアクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、ライトアクセスに必要なサイクル数を指定します。 

000：WR3～WR0設定（リードアクセスウェイト）と同じサイクル 

001：0サイクル 

010：1サイクル 

011：2サイクル 

100：3サイクル 

101：4サイクル 

110：5サイクル 

111：6サイクル 

15～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

12 

11 

SW1 

SW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

アドレス、CSnアサート→RD、WEn（BEn）アサート遅延サイクル数 

本ビットは、アドレス、CSnアサートから RD、WEn（BEn）アサートまでの

遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-16 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセスに必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

0010：2サイクル 

0011：3サイクル 

0100：4サイクル 

0101：5サイクル 

0110：6サイクル 

0111：8サイクル 

1000：10サイクル 

1001：12サイクル 

1010：14サイクル 

1011：18サイクル 

1100：24サイクル 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

HW1 

HW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

RD、WEn（BEn）ネゲート→アドレス、CSnネゲート遅延サイクル数 

本ビットは、RD、WEn（BEn）ネゲートから、アドレス、CSnネゲートまで

の遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-17 
  RJJ09B0262-0400 

• CS5BWCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～19 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

18 

17 

16 

WW2 

WW1 

WW0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

ライトアクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、ライトアクセスに必要なサイクル数を指定します。 

000：WR3～WR0設定（リードアクセスウェイト）と同じサイクル 

001：0サイクル 

010：1サイクル 

011：2サイクル 

100：3サイクル 

101：4サイクル 

110：5サイクル 

111：6サイクル 

15～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

12 

11 

SW1 

SW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

アドレス、CSnアサート→RD、WEn（BEn）アサート遅延サイクル数 

本ビットは、アドレス、CSnアサートから RD、WEn（BEn）アサートまでの

遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リードアクセスに必要なウェイトサイクル数を指定します。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

0010：2サイクル 

0011：3サイクル 

0100：4サイクル 

0101：5サイクル 

0110：6サイクル 

0111：8サイクル 

1000：10サイクル 

1001：12サイクル 

1010：14サイクル 

1011：18サイクル 

1100：24サイクル 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

HW1 

HW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

RD、WEn（BEn）ネゲート→アドレス、CSnネゲート遅延サイクル数 

本ビットは、RD、WEn（BEn）ネゲートから、アドレス、CSnネゲートまで

の遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-19 
  RJJ09B0262-0400 

• CS6BWCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～21 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

20 BAS 0 R/W バイト選択付き SRAM バイトアクセス選択 

本ビットは、バイト選択付き SRAMインタフェース時のWEn（BEn）および

RD/WR信号のタイミングを設定します。 

0：WEn（BEn）は、リードライトタイミングでアサート（ストローブ） 

RD/WRは、ライトアクセスサイクル中アサート（ステータス） 

1：WEn（BEn）は、リードライトアクセスサイクル中アサート（ステータ

ス） 

RD/WRは、ライトタイミングでアサート（ストローブ） 

19～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

12 

11 

SW1 

SW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

アドレス、CSnアサート→RD、WE（BEn）アサート遅延サイクル数 

本ビットは、アドレス、CSnアサートから RD、WE（BEn）アサートまでの遅

延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

10 

9 

8 

7 

WR3 

WR2 

WR1 

WR0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、リード／ライトアクセスに必要なウェイトサイクル数を指定しま

す。 

0000：0サイクル 

0001：1サイクル 

0010：2サイクル 

0011：3サイクル 

0100：4サイクル 

0101：5サイクル 

0110：6サイクル 

0111：8サイクル 

1000：10サイクル 

1001：12サイクル 

1010：14サイクル 

1011：18サイクル 

1100：24サイクル 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-20 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

HW1 

HW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

RD、WEn（BEn）ネゲート→アドレス、CSnネゲート遅延サイクル数 

本ビットは、RD、WEn（BEn）ネゲートから、アドレス、CSnネゲートまで

の遅延サイクル数を指定します。 

00：0.5サイクル 

01：1.5サイクル 

10：2.5サイクル 

11：3.5サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-21 
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（2） SDRAM 

• CS3WCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～15 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

14 

13 

WTRP1 

WTRP0 

0 

0 

R/W 

R/W 

プリチャージ完了待ちウェイトサイクル数 

本ビットは、以下の場合において、プリチャージ完了待ちのために、挿入され

る最小ウェイトサイクルの数を指定します。 

（1）オートプリチャージの起動から同一バンクに対する ACTVコマンド発行

まで 

（2）PRE/PALLコマンド発行から同一バンクに対する ACTVコマンド発行まで 

（3）オートリフレッシュ時の PALLコマンド発行から REFコマンド発行まで 

（4）セルフリフレッシュ時の PALLコマンド発行から SELFコマンド発行まで 

00：0サイクル（ウェイトサイクルなし） 

01：1サイクル 

10：2サイクル 

11：3サイクル 

12 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

11 

10 

WTRCD1 

WTRCD0 

0 

1 

R/W 

R/W 

ACTVコマンド→READ(A)/WRIT(A)コマンド間ウェイトサイクル数 

本ビットは、ACTVコマンド発行後、READ(A)/WRIT(A)コマンド発行までの最

小ウェイトサイクル数を指定します。 

00：0サイクル（ウェイトサイクルなし） 

01：1サイクル 

10：2サイクル 

11：3サイクル 

9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

8 

7 

A3CL1 

A3CL0 

1 

0 

R/W 

R/W 

エリア 3の CASレイテンシ 

本ビットは、エリア 3の CASレイテンシを指定します。 

00：予約（設定しないでください） 

01：2サイクル 

10：3サイクル 

11：予約（設定しないでください） 

6、5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

4 

3 

TRWL1 

TRWL0 

0 

0 

R/W 

R/W 

プリチャージ起動待ちウェイトサイクル数 

本ビットは、以下の場合においてプリチャージ起動待ちのために挿入される最

小ウェイトサイクル数を指定します。 

（1）本 LSIがWRITAコマンドを発行してから SDRAM内でオートプリチャー

ジが起動されるまで 

非バンクアクティブモードでWRITAコマンド発行後、同一バンクに対す

る ACTVコマンド発行を行う場合です。 

なお、SDRAM内で、WRITAコマンドを受け付けてから何サイクルでオー

トプリチャージが起動されるかは、各 SDRAMのデータシートで確認して

ください。そのサイクル数が本ビットで指定するサイクル数を超えないよ

うに本ビットを設定してください。 

（2）本 LSIがWRITコマンドを発行してから PREコマンドを発行するまで 

バンクアクティブモードで、同一バンク内の異なるローアドレスへのア

クセスを行う場合です。 

00：0サイクル（ウェイトサイクルなし） 

01：1サイクル 

10：2サイクル 

11：3サイクル 

2 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

WTRC1 

WTRC0 

0 

0 

R/W 

R/W 

REFコマンド／セルフリフレッシュ解除→ACTV/REF/MRSコマンド間アイド

ルサイクル数 

本ビットは、以下の場合において、コマンド間の最小アイドルサイクル数を指

定します。 

（1）REFコマンド発行から ACTV/REF/MRSコマンド発行まで 

（2）セルフリフレッシュ解除から ACTV/REF/MRSコマンド発行まで 

00：2サイクル 

01：3サイクル 

10：5サイクル 

11：8サイクル 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 

Rev.4.00  2007.06.13  7-23 
  RJJ09B0262-0400 

（3） PCMCIA 

• CS5BWCR、CS6BWCR 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～22 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

21 

20 

SA1 

SA0 

0 

0 

R/W 

R/W 

空間属性指定 

PCMCIAインタフェース設定時は、本ビットによりメモリカードインタフェー

スおよび I/Oカードインタフェースのいずれかを指定します。 

SA1 

0：A25＝1の空間をメモリカードインタフェース指定 

1：A25＝1の空間を I/Oカードインタフェース指定 

SA0 

0：A25＝0の空間をメモリカードインタフェース指定 

1：A25＝0の空間を I/Oカードインタフェース指定 

19～15 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

14 

13 

12 

11 

TED3 

TED2 

TED1 

TED0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アドレス－RD、WEアサート遅延 

本ビットは、PCMCIAインタフェースにおけるアドレス出力から RDとWEア

サートまでの遅延時間を設定します。 

0000：0.5サイクル 

0001：1.5サイクル 

0010：2.5サイクル 

0011：3.5サイクル 

0100：4.5サイクル 

0101：5.5サイクル 

0110：6.5サイクル 

0111：7.5サイクル 

1000：予約（設定不可） 

1001：予約（設定不可） 

1010：予約（設定不可） 

1011：予約（設定不可） 

1100：予約（設定不可） 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

10 

9 

8 

7 

PCW3 

PCW2 

PCW1 

PCW0 

1 

0 

1 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

アクセスウェイトサイクル数 

本ビットは、挿入ウェイトステート数を設定します。 

0000：3サイクル 

0001：6サイクル 

0010：9サイクル 

0011：12サイクル 

0100：15サイクル 

0101：18サイクル 

0110：22サイクル 

0111：26サイクル 

1000：30サイクル 

1001：33サイクル 

1010：36サイクル 

1011：38サイクル 

1100：52サイクル 

1101：60サイクル 

1110：64サイクル 

1111：80サイクル 

6 WM 0 R/W 外部ウェイトマスク指定 

本ビットは、外部ウェイト入力を有効にするか無視するかを指定します。アク

セスウェイトサイクル数が 0の場合でも、本ビットの設定は有効です。 

0：外部ウェイト入力有効 

1：外部ウェイト入力無視 

5、4 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

 



7. バスステートコントローラ（BSC） 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

3 

2 

1 

0 

TEH3 

TEH2 

TEH1 

TEH0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

RD、WEネゲートアドレス遅延 

本ビットは、PCMCIAインタフェースにおける RDとWEネゲートからのアド
レスホ－ルド時間を設定します。 

0000：0.5サイクル 

0001：1.5サイクル 

0010：2.5サイクル 

0011：3.5サイクル 

0100：4.5サイクル 

0101：5.5サイクル 

0110：6.5サイクル 

0111：7.5サイクル 

1000：予約（設定不可） 

1001：予約（設定不可） 

1010：予約（設定不可） 

1011：予約（設定不可） 

1100：予約（設定不可） 

1101：予約（設定不可） 

1110：予約（設定不可） 

1111：予約（設定不可） 

 

7.4.4 SDRAMコントロールレジスタ（SDCR） 

本レジスタは、SDRAMのリフレッシュ方法やアクセス方法および、接続する SDRAMの種類を指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～12 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

11 RFSH 0 R/W リフレッシュ制御 

本ビットは、SDRAMに対してリフレッシュを行うかどうかを指定します。 

0：リフレッシュしない 

1：リフレッシュする 

10 RMODE 0 R/W リフレッシュ制御 

本ビットは、RFSHビットが 1のとき、オートリフレッシュを行うのかセルフ

リフレッシュを行うのかを指定します。RFSHビットを 1かつ本ビットを 1に

設定すると、その直後にセルフリフレッシュモードに入ります。RFSHビット

を 1かつ本ビットを 0に設定すると、RTCSR、RTCNT、および RTCORレジ

スタに設定した内容に従いオートリフレッシュを行います。 

0：オートリフレッシュを行う 

1：セルフリフレッシュを行う 

9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

8 BACTV 0 R/W バンクアクティブモード 

本ビットは、オートプリチャージモード（READAおよびWRITAコマンドを使

用）でアクセスするのか、バンクアクティブモード（READおよびWRITコマ

ンドを使用）でアクセスするのかを指定します。 

0：オートプリチャージモード（READAおよびWRITAコマンドを使用） 

1：バンクアクティブモード（READおよびWRITコマンドを使用） 

7～5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

4 

3 

A3ROW1 

A3ROW0 

0 

0 

R/W 

R/W 

エリア 3ローアドレスビット数 

本ビットは、エリア 3のローアドレスのビット数を指定します。 

00：11ビット 

01：12ビット 

10：13ビット 

11：予約（設定不可） 

2 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

1 

0 

A3COL1 

A3COL0 

0 

0 

R/W 

R/W 

エリア 3カラムアドレスビット数 

本ビットは、エリア 3のカラムアドレスのビット数を指定します。 

00：8ビット 

01：9ビット 

10：10ビット 

11：予約（設定不可） 
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7.4.5 リフレッシュタイマコントロール／ステータスレジスタ（RTCSR） 

本レジスタは、SDRAMのリフレッシュに関する各種設定を行います。 

書き込み時には、書き込みデータの上位 16ビットを H'A55Aとしてライトプロテクトを解除してください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

7 CMF 0 R/W コンペアマッチフラグ 

本ビットは、リフレッシュタイマカウンタ（RTCNT）とリフレッシュタイムコ
ンスタントレジスタ（RTCOR）の値が一致したことを示すステータスフラグ
です。次の条件でセット／クリアされます。 

0：クリア条件：CMF＝1の状態で RTCSRを読み出した後に、CMFに 0を
書き込んだとき 

1：セット条件：RTCNT＝RTCORになったとき 

6 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

5 

4 

3 

CKS2 

CKS1 

CKS0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

クロックセレクト 

本ビットは、リフレッシュタイマカウンタ（RTCNT）をカウントアップするク
ロックを選択します。 

000：カウントアップ停止 

001：Bφ/4 

010：Bφ/16 

011：Bφ/64 

100：Bφ/256 

101：Bφ/1024 

110：Bφ/2048 

111：Bφ/4096 

2 

1 

0 

RRC2 

RRC1 

RRC0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

リフレッシュ回数 

本ビットは、リフレッシュタイマカウンタ（RTCNT）とリフレッシュタイムコ
ンスタントレジスタ（RTCOR）の値が一致してリフレッシュ要求が発生した
とき、連続してリフレッシュを行う回数を指定します。本機能により、リフレ

ッシュを発生させる周期を長くすることができます。 

000：1回 

001：2回 

010：4回 

011：6回 

100：8回 

101：予約（設定不可） 

110：予約（設定不可） 

111：予約（設定不可） 
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7.4.6 リフレッシュタイマカウンタ（RTCNT） 

本レジスタは、8ビットのカウンタで、RTCSRの CKS2、CKS 1、CKS0ビットで選択したクロックによりカウ

ントアップされます。RTCNTと RTCORの値が一致すると、RTCNTは 0にクリアされます。また、255までカウ

ントアップすると次は 0に戻ります。書き込み時には、書き込みデータの上位 16ビットを H'A55Aとしてライト

プロテクトを解除してください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

7～0 － すべて 0 R/W 8ビットのカウンタ 

 

7.4.7 リフレッシュタイムコンスタントレジスタ（RTCOR） 

本レジスタは、8ビットのレジスタです。RTCORと RTCNTの値が一致すると、RTCSRの CMFビットが 1に

セットされ、RTCNTは 0にクリアされます。 

SDCRの RFSHビットが 1にセットされている場合は、この一致信号によってリフレッシュ要求を発生します。

リフレッシュ要求は、実際にリフレッシュ動作が行われるまで保持されます。次の一致までにリフレッシュ要求

が処理されない場合は、前の要求は無効となります。 

書き込み時には、書き込みデータの上位 16ビットを H'A55Aとしてライトプロテクトを解除してください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み時も常に 0にしてください。 

7～0 － すべて 0 R/W 8ビットのカウンタ 

 

7.5 動作説明 

7.5.1 エンディアン／アクセスサイズとデータアライメント 

本 LSIでは、バイトデータの並び方を上位バイト（MSByte）が 0番地側になるビッグエンディアン、下位バイ

ト（LSByte）が 0番地側になるリトルエンディアンのいずれもサポートしています。この切り替えは、外部端子

（MD5）でパワーオンリセット時に設定します。パワーオンリセット時、MD5端子がローレベルのときビッグエ

ンディアンになり、MD5端子がハイレベルのときリトルエンディアンになります。 

また、データバス幅は、通常メモリ、バイト選択付き SRAMとしては 8ビット、および 16ビット幅の 2種類

から選べ、SDRAMは 16ビット幅のみです。PCMCIAインタフェースの場合は、8ビットおよび 16ビット幅の 2

種類から選べます。データのアライメントは、各デバイスのデータバス幅およびエンディアンにあわせて行われ

ます。したがって、8ビット幅のデバイスからロングワードデータを読み出すためには、4回の読み出し動作が必

要です。本 LSIでは、それぞれのインタフェース間で、データのアライメントおよびデータ長の変換を自動的に

行います。 
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エンディアンとデバイスのデータ幅とアクセスの単位との関係を表 7.6～表 7.9に示します。 
 

表 7.6 16ビット外部デバイス／ビッグエンディアンのアクセスとデータアライメント 

オペレーション データバス ストローブ信号 

 D31～D24 D23～D16 D15～D8 D7～D0 WE3(BE3)

DQMUU 

WE2(BE2)

DQMUL 

WE1(BE1)

DQMLU 

WE0(BE0)

DQMLL 

0番地バイトアクセス － － データ 

7～0 

－ － － アサート － 

1番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

2番地バイトアクセス － － データ 

7～0 

－ － － アサート － 

3番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

0番地ワードアクセス － － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 

2番地ワードアクセス － － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － データ 

31～24 

データ 

23～16

－ － アサート アサート 0番地 

ロング 

ワード 

アクセス 
2回目 

（2番地） 

－ － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 

 
表 7.7 8ビット外部デバイス／ビッグエンディアンのアクセスとデータアライメント 

オペレーション データバス ストローブ信号 

 D31～D24 D23～D16 D15～D8 D7～D0 WE3(BE3)

DQMUU 

WE2(BE2)

DQMUL 

WE1(BE1)

DQMLU 

WE0(BE0)

DQMLL 

0番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

2番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

3番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 0番地 

ワード 

アクセス 2回目 

（1番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 
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オペレーション データバス ストローブ信号 

 D31～D24 D23～D16 D15～D8 D7～D0 WE3(BE3)

DQMUU 

WE2(BE2)

DQMUL 

WE1(BE1)

DQMLU 

WE0(BE0)

DQMLL 

1回目 

（2番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 2番地 

ワード 

アクセス 2回目 

（3番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － － データ 

31～24

－ － － アサート 

2回目 

（1番地） 

－ － － データ 

23～16

－ － － アサート 

3回目 

（2番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 

0番地 

ロング 

ワード 

アクセス 

4回目 

（3番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

 
表 7.8 16ビット外部デバイス／リトルエンディアンのアクセスとデータアライメント 

オペレーション データバス ストローブ信号 

 D31～D24 D23～D16 D15～D8 D7～D0 WE3(BE3)

DQMUU 

WE2(BE2)

DQMUL 

WE1(BE1)

DQMLU 

WE0(BE0)

DQMLL 

0番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1番地バイトアクセス － － データ 

7～0 

－ － － アサート － 

2番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

3番地バイトアクセス － － データ 

7～0 

－ － － アサート － 

0番地ワードアクセス － － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 

2番地ワードアクセス － － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － データ 

15～8 

データ 

7～0 

－ － アサート アサート 0番地 

ロング 

ワード 

アクセス 
2回目 

（2番地） 

－ － データ 

31～24 

データ 

23～16

－ － アサート アサート 
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表 7.9 8ビット外部デバイス／リトルエンディアンのアクセスとデータアライメント 

オペレーション データバス ストローブ信号 

 D31～D24 D23～D16 D15～D8 D7～D0 WE3(BE3)

DQMUU 

WE2(BE2)

DQMUL 

WE1(BE1)

DQMLU 

WE0(BE0)

DQMLL 

0番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

2番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

3番地バイトアクセス － － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 0番地 

ワード 

アクセス 2回目 

（1番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 

1回目 

（2番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 2番地 

ワード 

アクセス 2回目 

（3番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 

1回目 

（0番地） 

－ － － データ 

7～0 

－ － － アサート 

2回目 

（1番地） 

－ － － データ 

15～8 

－ － － アサート 

3回目 

（2番地） 

－ － － データ 

23～16

－ － － アサート 

0番地 

ロング 

ワード 

アクセス 

4回目 

（3番地） 

－ － － データ 

31～24

－ － － アサート 
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7.5.2 通常空間インタフェース 

（1） 基本タイミング 

通常空間アクセスは、おもにバイト選択端子のない SRAMの直結を考慮してストローブ信号を出力します。バ

イト選択付き端子のある SRAMを使用する場合は、「7.5.6 バイト選択付き SRAMインタフェース」を参照く

ださい。図 7.3に通常空間アクセスの基本タイミングを示します。ウェイトのない通常アクセスは、2サイクルで

終了します。BS信号はバスサイクルの開始を表し、1サイクルアサートされます。 

CKIO

A

RD/WR

RD/WR

D

CSn

T1 T2

RD

WEn(BEn)

BS

D

リード時

ライト時

 

図 7.3 通常空間基本アクセス（アクセスウェイト 0） 

 
リード時は、外部バスに対してアクセスサイズの指定がありません。アドレスの最下位ビットに正しいアクセ

ス開始アドレスが出力されていますがアクセスサイズの指定がないので、16ビットデバイスでは 16ビットを常に

読み出すことになります。ライト時には、書き込みを行うバイトのWEn（BEn）信号のみがアサートされます。 

データバスにバッファを設ける場合には、RDを用いてリードデータの出力制御を行う必要があります。RD/WR

信号は、アクセスを行っていないときはリード状態（ハイレベル出力）となっているため、これを用いて外付け

データバッファの制御を行うと出力が衝突する危険性があるので注意が必要です。 
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図 7.4、図 7.5に通常空間連続アクセスの例を示します。CSnWCR.WMビットを 0に設定すると、外部ウェイ

トを評価するために 1サイクル Tnopが挿入されます（図 7.4）。しかし、CSnWCR.WMビットを 1に設定すると、

外部ウェイトが無視され Tnopサイクルの挿入を抑止することができます（図 7.5）。 

CKIO

A25～A0

RD

RD/WR

D15～D0

WEn(BEn)

D15～D0

BS

WAIT

CSn

T1 T2 Tnop T1 T2

リード時

ライト時

 

図 7.4 通常空間連続アクセス例（1）バス幅 16ビット、ロングワードアクセス、CSnWCR.WMビット＝0 
（アクセスウェイト 0、サイクル間ウェイト 0） 
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CKIO

A25～A0

RD/WR

D15～D0

CSn

T1 T2   T1 T2

RD

WEn(BEn)

BS

WAIT

D15～D0

リード時

ライト時

 

図 7.5 通常空間連続アクセス例（2）バス幅 16ビット、ロングワードアクセス、CSnWCR.WMビット＝1 
（アクセスウェイト 0、サイクル間ウェイト 0） 
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A16

A0

CS

OE

I/O7

I/O0

WE

･･
･･

･･
･･

A17

A1

CSn

RD

D15

D8

WE1(BE1)

D7

D0

WE0(BE0)

本LSI
128k×8 ビット

SRAM

･･
･･

A16

A0

CS

OE

I/O7

I/O0

WE

･･
･･

･･
････
･･

･･
･･

 

図 7.6 16ビットデータ幅 SRAM接続例 

本LSI
128k×8 ビット

SRAM

A16

A0

CS

OE

I/O7

I/O0

WE

･･
･･

A16

A0

CSn

RD

D7

D0

WE0(BE0)

･･
･･

･･
･･

･･
･･

 

図 7.7 8ビットデータ幅 SRAM接続例 
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7.5.3 アクセスウェイト制御 

CSnWCRのWR3、WR2、WR1、およびWR0ビットの設定により、通常空間アクセスのウェイトサイクルの挿

入を制御できます。エリア 4、エリア 5A、およびエリア 5Bでは、リードアクセスとライトアクセスで独立にウ

ェイトサイクルを挿入することが可能です。その他のエリアのアクセスウェイトは、リードおよびライトサイク

ル共通となります。図 7.8に示す通常空間のアクセスでは、Twのサイクルがウェイトサイクルとして指定サイク

ル数だけ挿入されます。 

T1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

WEn(BEn)

D15～D0

BS

Tw

リード時

ライト時

T2

 

図 7.8 通常空間アクセスのウェイトタイミング（ソフトウェアウェイトのみ） 
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CSnWCRのWMビットを 0としたときには、外部からのウェイト入力WAIT信号もサンプリングされます。

WAIT信号のサンプリングを図 7.9に示します。ソフトウェアウェイトとして 2サイクルのウェイトを指定してい

ます。WAIT信号は、T1または Twサイクルから T2サイクルに移行する際に、CKIOの立ち下がりでサンプリン

グされます。 

T1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

WEn(BEn)

D15～D0

WAIT

Tw Tw Twx T2

リード時

ライト時

BS

WAIT信号入力による
ウェイトステート

 

図 7.9 通常空間アクセスのウェイトタイミング（WAIT信号によるウェイト挿入） 
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7.5.4 CSnアサート期間拡張 

CSnWCRの SW1と SW0ビットの設定により、CSnアサートから RDとWEn（BEn）アサートまでのサイクル

数を指定できます。また、HW1と HW0ビットの設定により、RDとWEn（BEn）ネゲートから CSnネゲートま

でのサイクル数を指定できます。これにより、外部デバイスとのフレキシブルなインタフェースがとれます。例

を図 7.10に示します。Thおよび Tfサイクルが通常サイクルの前と後ろにそれぞれ付加されています。これらの

サイクルでは、RDとWEn（BEn）以外はアサートされますが、RDとWEn（BEn）はアサートされません。また、

データは Tfサイクルまで延長して出力されるので、書き込み動作の遅いデバイスなどに有効です。 

T1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

WEn(BEn)

D15～D0

BS

Th

リード時

ライト時

T2 Tf

 

図 7.10 CSnアサート期間拡張 
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7.5.5 SDRAMインタフェース 

（1） SDRAM直結インタフェース 

本 LSIに接続可能な SDRAMは、ローアドレスが 11/12/13ビット、カラムアドレスが 8/9/10ビット、バンク数

が 4以下、リード・ライトコマンドサイクルで A10端子をプリチャージモードの設定に使用する製品です。 

SDRAMを直結するための制御信号は、RAS、CAS、RD/WR、DQMLU、DQMLL、CKE、および CS3です。CKE

を除く信号は CS3がアサートされているときのみ有効になります。エリア 3に SDRAMを接続することができま

す。SDRAMを接続する空間のデータバス幅は、16ビットです。 

SDRAMの動作モードとしては、バーストリード／シングルライト（バースト長 1）とバーストリード／バース

トライト（バースト長 1）をサポートしています。 

RAS、CAS、RD/WR、および特定のアドレス信号によって、SDRAMに対するコマンドが指定されます。コマ

ンドには、NOP、オートリフレッシュ（REF）、セルフリフレッシュ（SELF）、全バンクプリチャージ（PALL）、

指定バンクプリチャージ（PRE）、バンクアクティブ（ACTV）、リード（READ）、プリチャージ付きリード（READA）、

ライト（WRIT）、プリチャージ付きライト（WRITA）、およびモードレジスタ書き込み（MRS）があります。 

アクセスするバイトの指定は、DQMLU、および DQMLLによって行われます。該当する DQMxxがローレベル

のバイトに対してリード／ライトが行われます。DQMxxとアクセスするバイトの関係は、「7.5.1 エンディアン

／アクセスサイズとデータアライメント」を参照してください。 

図 7.11に本 LSIと SDRAMとの接続例を示します。 

A14

A1
CKE

CKIO
CSn

RAS

CAS

RD/WR

D15

D0
DQMLU
DQMLL

64M SDRAM
(1M×16ビット×4バンク)

･･
･･

A13

A0
CKE
CLK
CS

RAS

CAS

WE

I/O15

I/O0
DQMU
DQML

･･
･･

･･
･･

･･
･･

本LSI

 

図 7.11 16ビットデータ幅 SDRAM接続例 
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（2） アドレスマルチプレクス 

CSnBCRの BSZ[1:0]ビット、SDCRの AxROW[1:0]ビット、および AxCOL[1:0]ビットの設定に従って、外付け

のアドレスマルチプレクス回路なしに SDRAMを接続できるようにアドレスのマルチプレクスを行います。表

7.10～表 7.12に BSZ[1:0]、AxROW[1:0]、および AxCOL[1:0]の設定とアドレス端子に出力されるビットの関係を

示します。この表以外の設定は、行わないでください。この表以外の設定を行った場合の動作は、保証されませ

ん。A25～A18は、マルチプレクスを行わず常に本来のアドレスが出力されています。 

SDRAMの A0端子はワードアドレスの指定を行います。したがって、SDRAMの A0端子を本 LSIの A1端子に

接続し、以下 A1端子を A2端子にという順で接続してください。 
 

表 7.10 A3BSZ［1:0］、A3ROW［1:0］、A3COL［1:0］とアドレスマルチプレクスの関係（1） 
設定 設定 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

10 
（16bit） 

00 
（11bit） 

00 
（8bit） 

 

10 
（16bit）

01 
（12bit） 

00 
（8bit） 

 

本 LSIの
出力端子 

出力される 
ローアドレス 

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子
機能 本 LSIの

出力端子

出力される 
ローアドレス

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子 
機能 

A17 A25 A17 A17 A25 A17 

A16 A24 A16 A16 A24 A16 

A15 A23 A15 A15 A23 A15 

 未使用 

A14 A22 A14 

 未使用 

A14 A22*2 A22*2 A13（BA1） 

A13 A21 A21   A13 A21*2 A21*2 A12（BA0） 

バンク指定 

A12 A20*2 A20*2 A11（BA0） バンク指定 A12 A20 A12 A11 アドレス 

A11 A19 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A11 A19 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A10 A18 A10 A9 アドレス A10 A18 A10 A9 

A9 A17 A9 A8 A9 A17 A9 A8 

A8 A16 A8 A7 A8 A16 A8 A7 

A7 A15 A7 A6 A7 A15 A7 A6 

A6 A14 A6 A5 A6 A14 A6 A5 

A5 A13 A5 A4 A5 A13 A5 A4 

A4 A12 A4 A3 A4 A12 A4 A3 

A3 A11 A3 A2 A3 A11 A3 A2 

A2 A10 A2 A1 A2 A10 A2 A1 

A1 A9 A1 A0 

 

A1 A9 A1 A0 

アドレス 

A0 A8 A0  未使用 A0 A8 A0  未使用 

接続メモリ例 接続メモリ例 

16Mビット品（512Kワード×16ビット×2バンク、カラム 8ビット品）1個 64Mビット品（1Mワード×16ビット×4バンク、カラム 8ビット品）1個 

【注】 *1 L/Hはコマンド指定に使われるビットであり、アクセスモードによってローまたはハイに固定されます。 

 *2 バンクアドレス指定 
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表 7.11 A3BSZ［1:0］、A3ROW［1:0］、A3COL［1:0］とアドレスマルチプレクスの関係（2） 
設定 設定 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

10 
（16bit） 

01 
（12bit） 

01 
（9bit） 

 

10 
（16bit）

01 
（12bit） 

10 
（10bit） 

 

本 LSIの
出力端子 

出力される 
ローアドレス 

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子
機能 本 LSIの

出力端子

出力される 
ローアドレス

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子 
機能 

A17 A26 A17 A17 A27 A17 

A16 A25 A16 A16 A26 A16 

A15 A24 A15 

 未使用 

A15 A25 A15 

 未使用 

A14 A23*2 A23*2 A13（BA1） A14 A24*2 A24*2 A13（BA1） 

A13 A22*2 A22*2 A12（BA0） 

バンク指定 

A13 A23*2 A23*2 A12（BA0） 

バンク指定 

A12 A21 A12 A11 アドレス A12 A22 A12 A11 アドレス 

A11 A20 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A11 A21 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A10 A19 A10 A9 A10 A20 A10 A9 

A9 A18 A9 A8 A9 A19 A9 A8 

A8 A17 A8 A7 A8 A18 A8 A7 

A7 A16 A7 A6 A7 A17 A7 A6 

A6 A15 A6 A5 A6 A16 A6 A5 

A5 A14 A5 A4 A5 A15 A5 A4 

A4 A13 A4 A3 A4 A14 A4 A3 

A3 A12 A3 A2 A3 A13 A3 A2 

A2 A11 A2 A1 A2 A12 A2 A1 

A1 A10 A1 A0 

アドレス 

A1 A11 A1 A0 

アドレス 

A0 A9 A0  未使用 A0 A10 A0  未使用 

接続メモリ例 接続メモリ例 

128Mビット品（2Mワード×16ビット×4バンク、カラム 9ビット品）1個 256Mビット品（4Mワード×16ビット×4バンク、カラム 10ビット品）1個 

【注】 *1 L/Hはコマンド指定に使われるビットであり、アクセスモードによってローまたはハイに固定されます。 

 *2 バンクアドレス指定 
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表 7.12 A3BSZ［1:0］、A3ROW［1:0］、A3COL［1:0］とアドレスマルチプレクスの関係（3） 
設定 設定 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

A3 
BSZ 
［1:0］ 

A3 
ROW 
［1:0］ 

A3 
COL 
［1:0］ 

10 
（16bit） 

10 
（13bit） 

01 
（9bit） 

 

10 
（16bit）

10 
（13bit） 

10 
（10bit） 

 

本 LSIの
出力端子 

出力される 
ローアドレス 

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子
機能 本 LSIの

出力端子

出力される 
ローアドレス

出力される 
カラムアドレス

シンクロナス

DRAMの端子 
機能 

A17 A26 A17 A17 A27 A17 

A16 A25 A16 

 未使用 

A16 A26 A16 

 未使用 

A15 A24*2 A24*2 A14（BA1） A15 A25*2 A25*2 A14（BA1） 

A14 A23*2 A23*2 A13（BA0） 

バンク指定 

A14 A24*2 A24*2 A13（BA0） 

バンク指定 

A13 A22 A13 A12 A13 A23 A13 A12 

A12 A21 A12 A11 

アドレス 

A12 A22 A12 A11 

アドレス 

A11 A20 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A11 A21 L/H*1 A10/AP アドレス／ 
プリチャージ 

指定 

A10 A19 A10 A9 A10 A20 A10 A9 

A9 A18 A9 A8 A9 A19 A9 A8 

A8 A17 A8 A7 A8 A18 A8 A7 

A7 A16 A7 A6 A7 A17 A7 A6 

A6 A15 A6 A5 A6 A16 A6 A5 

A5 A14 A5 A4 A5 A15 A5 A4 

A4 A13 A4 A3 A4 A14 A4 A3 

A3 A12 A3 A2 A3 A13 A3 A2 

A2 A11 A2 A1 A2 A12 A2 A1 

A1 A10 A1 A0 

アドレス 

A1 A11 A1 A0 

アドレス 

A0 A9 A0  未使用 A0 A10 A0  未使用 

接続メモリ例 接続メモリ例 

256Mビット品（4Mワード×16ビット×4バンク、カラム 9ビット品）1個 512Mビット品（8Mワード×16ビット×4バンク、カラム 10ビット品）1個 

【注】 *1 L/Hはコマンド指定に使われるビットであり、アクセスモードによってローまたはハイに固定されます。 

 *2 バンクアドレス指定 
 

（3） バーストリード 

本 LSIでバーストリードが発生する条件は以下のとおりです。 

1. データバス幅よりもリードのアクセスサイズが大きいとき 

2. キャッシュミス時の16バイト転送時 
 
本 LSIは、SDRAMに対し常にバースト長 1でアクセスします。たとえば、16ビットのデータバスに接続され

たSDRAMから連続して 16バイト分のデータを読み出すときは、バースト長 1のリードを 8回連続して行います。

このときのアクセスをバースト数 8と呼びます。表 7.13にアクセスサイズとバースト数の関係を示します。 
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表 7.13 アクセスサイズとバースト数の関係 

バス幅 アクセスサイズ バースト数 

8ビット 1 

16ビット 1 

32ビット 2 

16ビット 

16バイト 8 

 
バーストリード時のタイミングチャートを図 7.12と図 7.13に示します。バーストリードでは ACTVコマンド

出力を行う Trサイクルに続いて、READコマンドを Tc1、Tc2、Tc3サイクルに、READAコマンドを Tc4サイク

ルに発行し、Td1から Td4のサイクルに外部クロック（CKIO）の立ち上がりでリードデータを受け取ります。Tap

サイクルは SDRAM内部で READAコマンドによるオートプリチャージの完了を待つサイクルであり、この間は

同一のバンクに対して新たなコマンドの発行は行いません。ただし、異なるバンクに対するアクセスは可能です。

CS3WCRのWTRP1およびWTRP0の指定によって Tapのサイクル数を決定します。 

本 LSIでは、様々な周波数で SDRAMと接続するために CSnWCRの各ビットを設定することによりウェイトサ

イクルを挿入することができます。各種ウェイトの設定を行った例が図 7.13となります。ACTVコマンド出力サ

イクル Trから READAコマンド出力サイクル Tc1までのサイクル数は、CS3WCRのWTRCD1およびWTRCD0

ビットによって指定することができます。WTRCD1およびWTRCD0の設定が 1サイクル以上の場合は、Trサイ

クルと Tc1サイクルの間に NOPコマンド発行サイクル Trwサイクルが挿入されます。READAコマンド出力サイ

クル Tc1からリードデータ取り込みサイクル Td1までのサイクル数は、CS3WCRの A3CL1と A3CL0ビットによ

って指定することができます。このサイクル数は、シンクロナス DRAMの CASレイテンシに相当します。シン

クロナス DRAMの CASレイテンシの仕様は 3サイクルまでですが、本 LSIでは、1サイクルから 4サイクルまで

設定できます。これは、本 LSIとシンクロナスDRAMの間にラッチを含む回路を設けて接続するためのものです。 
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Tc4

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx

D15～D0

BS

TapTr Tc2 Tc3Tc1
Td4

Tde
Td2 Td3Td1

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.12 バーストリード基本タイミング（オートプリチャージ） 

Tc4

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx

D15～D0

BS

TapTr Tc2 Tc3Tc1
Td4

Tde
Td2 Td3Td1

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子

Trw
Tw

 

図 7.13 バーストリードウェイト指定タイミング（オートプリチャージ） 
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（4） シングルリード 

ノンキャッシャブル領域でかつデータバス幅がアクセスサイズ以上のときは、リードアクセスは 1回で終了し

ます。これをシングルリードと呼びます。SDRAMは、バーストリード／シングルライトのモードでバースト長 1

に設定しているので必要なデータのみ出力します。このため、キャッシュスルー領域をアクセスしても無駄なバ

スサイクルは、発生しません。 

シングルリードの基本タイミングチャートを図 7.14に示します。 

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

            RAS

DQMxx

D15～D0

BS

TapTr Tc1 TdeTd1

A11*

            CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.14 シングルリードの基本タイミング（オートプリチャージ） 
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（5） バーストライト 

本 LSIでバーストライトが発生する条件は、以下のとおりです。 

1. データバス幅よりもライトのアクセスサイズが大きいとき 

2. キャッシュのコピーバックが発生したとき 
 
本 LSIは、SDRAMに対し常にバースト長 1でアクセスします。たとえば、16ビットのデータバスに接続され

たSDRAMから連続して 16バイト分のデータを書き込むときは、バースト長 1のライトを 8回連続して行います。

アクセスサイズとバースト数の関係は、表 7.13に従います。 

図 7.15にバーストライト時のタイミングチャートを示します。バーストライトでは ACTVコマンド出力を行う

Trサイクルに続いてWRITコマンドを Tc1、Tc2、Tc3サイクルに、オートプリチャージを行うWRITAコマンド

を Tc4サイクルに発行します。ライトサイクルでは、ライトデータはライトコマンドと同時に出力します。オー

トプリチャージ付きライトコマンド出力後は、オートプリチャージが起動されるまでの時間を待つ Trwlサイクル、

そしてオートプリチャージの完了を待つ Tapサイクルが続きます。Tapサイクルは SDRAM内部でWRITAコマン

ドによるオートプリチャージの完了を待つサイクルであり、この間は同一のバンクに対して新たなコマンドの発

行は行いません。ただし、別の CS空間や同じ SDRAMの異なるバンクに対するアクセスは可能です。Trwlサイ

クルは CS3WCRの TRWL1と TRWL0ビット、および Tapサイクルは CS3WCRのWTRP1とWTRP0ビットの指

定で決定されます。 

Tc4

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx

D15～D0

BS

TapTr Tc2 Tc3Tc1 Trwl  

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.15 バーストライト基本タイミング（オートプリチャージ） 
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（6） シングルライト 

ノンキャッシャブル領域でかつデータバス幅がアクセスサイズ以上のときは、ライトアクセスは 1回で終了し

ます。これをシングルライトと呼びます。シングルライトの基本タイミングチャートを図 7.16に示します。 

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

             RAS

DQMxx

D15～D0

BS

TapTr Tc1 Trwl  

A11*

             CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.16 シングルライト基本タイミング（オートプリチャージ） 

（7） バンクアクティブ 

同一のローアドレスに対するアクセスを高速実行するため、SDRAMのバンク機能を使用することができます。

SDCRの BACTVビットが 1の場合は、オートプリチャージなしのコマンド（READまたはWRIT）を使用してア

クセスを行います。これをバンクアクティブ機能といいます。 

バンクアクティブ機能を用いた場合は、アクセスが終了してもプリチャージは行われません。同じバンクの同

じローアドレスにアクセスする場合は、ACTVコマンドを発行せずに、直ちに READまたはWRITコマンドを発

行することができます。SDRAMの内部は複数のバンクに分かれているので、それぞれのバンクで 1つずつのロー

アドレスをアクティブ状態としておくことができます。次のアクセスが異なるローアドレスに対するものであっ

た場合には、最初に PREコマンドを発行して当該バンクのプリチャージを行い、プリチャージ完了後 ACTVコマ

ンド、READまたはWRITコマンドの順に発行します。異なるローアドレスに対するアクセスが続く場合には、

アクセス要求があってからプリチャージを行うため、かえってアクセス時間が延びてしまう可能性があります。

PREコマンド発行から ACTVコマンド発行までのサイクル数は、CSnWCRのWTRP[1:0]ビットで指定します。 

書き込みの場合は、オートプリチャージを行うと、WRITAコマンド発行後 Trwl＋Tapサイクルの間同一バンク

に対してコマンドを発行できません。バンクアクティブモードを用いると、同一ローアドレスの場合には続けて

READまたはWRITコマンドを発行することができます。したがって、1つの書き込みごとに Trwl＋Tapサイクル
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だけサイクル数を短縮することができます。 

各バンクをアクティブ状態にしておける時間（tRAS）には、制限があります。プログラムの実行によって、こ

の制限を守る周期で異なるローアドレスにアクセスする保証がない場合には、リフレッシュ周期を tRAS以下に設

定する必要があります。 

図 7.17にオートプリチャージのないバーストリードサイクルを、図 7.18には同一のローアドレスに対するバ

ーストリードサイクルを、図 7.19には異なるローアドレスに対するバーストリードサイクルを示します。同様に、

図 7.20にオートプリチャージのないシングルライトサイクルを、図 7.21に同一のローアドレスに対するシング

ルライトサイクルを、図 7.22には異なるローアドレスに対するシングルライトサイクルを示します。 

図 7.18において READコマンドを発行する Tcサイクルに先立って、何も行わない Tnopサイクルが挿入され

ています。これは SDRAMからのデータリード時に、読み出しバイト指定を行う DQMxx信号について、2サイク

ルのレイテンシを守るために挿入されています。CASレイテンシが 2以上の場合には、Tcサイクル以降に DQMxx

信号をアサートしても 2サイクルのレイテンシが守られるので、Tnopサイクルの挿入は行われません。 

バンクアクティブ機能が設定されている空間のそれぞれのバンクに対するアクセスのみを見た場合は、同一の

ローアドレスに対するアクセスが続く限り、図 7.17または図 7.20で始まり、図 7.18または図 7.21をくり返しま

す。間に別の空間や別のバンクに対するアクセスがあっても影響しません。バンクアクティブ中に別のローアド

レスに対するアクセスが発生した場合は、図 7.18または図 7.21のかわりに図 7.19または図 7.22のバスサイクル

を行います。バンクアクティブモードでも、リフレッシュサイクルの後は、すべてのバンクが非アクティブな状

態になります。 

Tc4

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx

D15～D0

BS

Tr Tc2 Tc3Tc1
Td4Td2 Td3Td1

Tde

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.17 バーストリードタイミング（オートプリチャージなし） 
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Tc4

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx

D15～D0

BS

Tc2 Tc3Tc1Tnop
Td4

Tde
Td2 Td3Td1

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.18 バーストリードタイミング（バンクアクティブ、同一ローアドレス） 
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CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

D15～D0

BS

TpwTp Tc2 Tc3Tc1
Td4Td2 Td3Td1

A11*

TdeTr

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子

RAS

DQMxx

CAS

 

図 7.19 バーストリードタイミング（バンクアクティブ、異なるローアドレス） 
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CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

D15～D0

BS

Tr Tc1

A11*

RAS

DQMxx

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子 

図 7.20 シングルライトタイミング（オートプリチャージなし） 

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

D15～D0

BS

Tnop Tc1

A11*

RAS

DQMxx

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子 

図 7.21 シングルライトタイミング（バンクアクティブ、同一ローアドレス） 
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CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

D15～D0

BS

TpwTp Tc1

A11*

Tr

RAS

DQMxx

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.22 シングルライトタイミング（バンクアクティブ、異なるローアドレス） 

 

（8） リフレッシュ 

BSCは、SDRAMのリフレッシュを制御する機能を備えています。SDCRの RFSHビットを 1に、RMODEビッ

トを 0に設定することによって、オートリフレッシュを行うことができます。また、RTCSRの RRC[2:0]ビットを

設定することにより、連続してリフレッシュを発生させることができます。さらに、長時間 SDRAMにアクセス

しないときは、RFSHビットと RMODEビットをともに 1にすることによって、消費電力が少ないセルフリフレ

ッシュを起動することができます。 

（a） オートリフレッシュ 

RTCSRの CKS[2:0]ビットで選択した入力クロックと、RTCORに設定した値とで決まる間隔で RTCSRの

RRC[2:0]に設定した回数のリフレッシュが行われます。使用する SDRAMのリフレッシュ間隔規定を満たすよう

に、各レジスタの設定を行ってください。最初に RTCOR、RTCNT、SDCRの RFSHビットおよび、RMODEビッ

トの設定を行い、次いで RTCSRの CKS[2:0]ビットおよび、RRC[2:0]ビットの設定を行ってください。CKS[2:0]

によって入力クロックを選択すると、RTCNTはそのときの値からカウントアップを開始します。RTCNTの値は

常に RTCORの値と比較されており、両者の値が一致するとリフレッシュ要求が発生し、RRC[2:0]に設定された回

数のオートリフレッシュが実行されます。同時に RTCNTは 0にクリアされ、カウントアップが再開されます。 

図 7.23にオートリフレッシュサイクルのタイミングを示します。オートリフレッシュが起動されると、プリチ

ャージ中のバンクがある場合は、その完了を待った後、すべてのバンクをアクティブ状態からプリチャージ状態

にするため、Tpサイクルで PALLコマンドを発行します。次いで、CSnWCRのWTRP[1:0]ビットで設定された数

のアイドルサイクル挿入後、REFコマンドを Trrサイクルに発行します。Trrサイクル後 CSnWCRのWTRC[1:0]

ビットで指定されるサイクル数の間は、新たなコマンドの発行は行いません。SDRAMのリフレッシュサイクル時
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間の規定（tRC）を満たすようにWTRC[1:0]を設定する必要があります。CSnWCRのWTRP[1:0]ビットの設定値

が 1サイクル以上の場合は、Tpサイクルと Trrサイクルの間に NOPサイクルが挿入されます。 

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

D15～D0

BS

TpwTp Trr

A11*

Trc Trc Trc

Hi-z

RAS

DQMxx

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.23 オートリフレッシュタイミング 

 
（b） セルフリフレッシュ 

セルフリフレッシュは、SDRAMの内部でリフレッシュタイミングとリフレッシュアドレスを生成する一種の

スタンバイモードです。SDCRの RFSHビットと RMODEビットをともに 1にすることによって起動します。セ

ルフリフレッシュが起動されると、プリチャージ中のバンクがある場合は、その完了を待った後、Tpサイクルで

PALLコマンドを発行します。次いで、CSnWCRのWTRP[1:0]ビットで設定されたアイドルサイクルを挿入後、

SELFコマンドを発行します。セルフリフレッシュ状態の間は、SDRAMにアクセスすることができません。セル

フリフレッシュの解除は、RMODEビットを 0にすることによって行われます。セルフリフレッシュ解除後、

CSnWCRのWTRC[1:0]ビットで指定されるサイクル数の間はコマンドの発行を行いません。 

セルフリフレッシュのタイミングを図 7.24に示します。セルフリフレッシュ解除後、直ちにオートリフレッシ

ュが正しい間隔で行われるように設定を行ってください。オートリフレッシュの設定をしている状態からセルフ

リフレッシュにした場合は、セルフリフレッシュ解除時に RFSH＝1、RMODE＝0とすれば、オートリフレッシュ

が再開されます。セルフリフレッシュ解除からオートリフレッシュ開始までに時間がかかる場合には、（RTCOR

の値－1）を RTCNTに設定することにより、直ちにオートリフレッシュを開始することができます。 

セルフリフレッシュに設定した後は、本 LSIをスタンバイ状態にした場合にもセルフリフレッシュ状態は継続

され、割り込みによるスタンバイ状態からの復帰後もセルフリフレッシュ状態が保持されます。 

パワーオンリセットの場合には、BSCのレジスタが初期化されるため、セルフリフレッシュ状態が解除されま

す。 
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CKE

RAS

DQMxx
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【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子  

図 7.24 セルフリフレッシュタイミング 

 

（9） リフレッシュ要求とバスサイクルの関係 

バスサイクル実行中にリフレッシュ要求が発生した場合は、リフレッシュの実行はバスサイクルの完了まで待

たされます。 

リフレッシュの実行を待たされている状態で新たなリフレッシュ要求が発生した場合には、前のリフレッシュ

要求は消滅します。リフレッシュを正しく行うためには、リフレッシュ間隔よりも長いバスサイクルや、バス権

の占有が起こらないようにする必要があります。 
 

（10）パワーオンシ－ケンス 

SDRAMを使用するためには、パワーオン後、SDRAMに対してモード設定を行う必要があります。SDRAMの

初期化を正しく行うためには、まず BSCのレジスタを設定した後、SDMR3レジスタをアクセスすることにより

SDRAMのモードレジスタに対する書き込みを行います。SDRAMのモードレジスタの設定は CSn、RAS、CAS、

および RD/WRの組み合わせで、その時点のアドレス信号の値が SDRAMに取り込まれます。設定したい値を X

とすると X＋（H'F8FD5000）番地にワードライトを行うことによって、値 Xが SDRAM内のモードレジスタに書

き込まれます。このときライトデータは、無視されます。本 LSIでサポートしているバーストリード／シングル

ライト（バースト長 1）またはバーストリード／バーストライト（バースト長 1）、CASレイテンシ 2～3、ラッ

プタイプ＝シーケンシャル、およびバースト長 1を設定するには、表 7.14に示すアクセスアドレスに任意のデー

タをワードライトします。このとき、外部アドレス端子の A12以上のビットには 0が出力されます。 
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表 7.14 SDRAMモードレジスタライト時のアクセスアドレス 

バーストリード／シングルライト（バースト長 1）の場合 
データバス幅 CASレイテンシ アクセスアドレス 外部アドレス端子 

16ビット 2 H'F8FD5440 H'0000440 

 3 H'F8FD5460 H'0000460 

 
バーストリード／バーストライト（バースト長 1）の場合 

データバス幅 CASレイテンシ アクセスアドレス 外部アドレス端子 

16ビット 2 H'F8FD5040 H'0000040 

 3 H'F8FD5060 H'0000060 

 
モードレジスタ設定タイミングを図 7.25に示します。まず全バンクプリチャージコマンド（PALL）を発行し、

次いでオートリフレッシュコマンド（REF）を 8回発行します。そして最後に、モードレジスタ書き込みコマン

ド（MRS）を発行します。PALLと 1回目の REFの間に CSnWCRのWTRP[1:0]ビットに設定した数のアイドルサ

イクルが挿入され、REFと REFおよび 8回目の REFとMRSの間に CSnWCRのWTRC[1:0]ビットに設定した数

のアイドルサイクルが挿入されます。また、MRSと次に発行するコマンドの間に 1サイクル以上のアイドルサイ

クルが挿入されます。 

SDRAMは全バンクプリチャージ（PALL）に先立って、電源投入後に一定のアイドル時間を確保しなければな

りません。必要なアイドル時間は、SDRAMのマニュアルを参照してください。リセット信号のパルス幅がこのア

イドル時間より長い場合には、直ちにモードレジスタの設定を行っても問題ありませんが、短い場合は注意する

必要があります。 

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RAS

DQMxx 

D15～D0

BS

TpwTp Trr

A11*

CAS

【注】 * SDRAMのA10端子に接続するアドレス端子

Trc Trc Tmw

Hi-Z

TnopTrc Trr Trc
REF REF MRSPALL

 

図 7.25 SDRAMモードレジスタ書き込みタイミング（JEDEC準拠） 
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7.5.6 バイト選択付き SRAMインタフェース 

バイト選択付き SRAMインタフェースは、リードまたはライトいずれのバスサイクルでもバイト選択端子（WEn

（BEn））を出力するメモリインタフェースです。このインタフェースは 16ビットのデータ端子を持ち、UBあ

るいはLBのような上位バイト選択端子および下位バイト選択端子のある SRAMをアクセスするためのものです。 

CSnWCRレジスタの BASビットが 0（初期値）のとき、バイト選択付き SRAMインタフェースのライトアクセ

スタイミングは、通常空間インタフェースと同一です。一方、リード動作では、WEn（BEn）端子のタイミング

が通常空間インタフェースと異なり、WEn（BEn）端子からバイト選択信号を出力します。図 7.26に基本アクセ

スタイミングを示します。特にライト時は、バイト選択端子（WEn（BEn））のタイミングでメモリに書き込ま

れます。ご使用になるメモリのデータシートをご確認ください。 

CSnWCRレジスタの BASビットが 1のとき、WEn（BEn）端子と RD/WR端子のタイミングが変化します。図

7.27に基本アクセスタイミングを示します。特にライト時は、ライトイネーブル端子（RD/WR）のタイミングで

メモリに書き込まれます。RD/WR端子のネゲートタイミングからのライトデータのホールドタイミングは、

CSnWCRの HW[1:0]ビットを設定することにより確保してください。図 7.28にソフトウェイト設定時のアクセス

タイミングを示します。 
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D15～D0

RD/WR
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リード時
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T1 T2

High

 

図 7.26 BAS＝0 バイト選択付き SRAM基本アクセスタイミング 
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図 7.27 BAS＝1 バイト選択付き SRAM基本アクセスタイミング 
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図 7.28 BAS＝1 バイト選択付き SRAMウェイトタイミング（ソフトウェイトのみ） 
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図 7.29 16ビットデータ幅バイト選択付き SRAM接続例 
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7.5.7 PCMCIAインタフェース 

本 LSIでは、CMNCRのMAPビットにてアドレスマップ（2）を選択した場合、エリア 5、エリア 6で PCMCIA

インタフェースの設定が可能です。物理空間のエリア 5およびエリア 6は CSnBCR（n＝5B、6B）の TYPE[3:0]

ビットを B'0101に設定することで、JEIDA仕様 Ver4.2（PCMCIA2.1 Rev2.1）で定める「ICメモリカードおよび

I/Oカードインタフェース」になります。また、CSnWCR（n＝5B、6B）の SA[1:0]ビットにより各エリアの前半

32MBと後半の 32MBに対して ICメモリカードあるいは I/Oカードインタフェースに設定できます。たとえば、

CS5BWCRの SA1ビットを 1に、また CS5BWCRの SA0ビットを 0に設定すると前半の 32MBが ICメモリカー

ドインタフェースおよび後半の 32MBが I/Oカードインタフェースとなります。 

PCMCIAインタフェースを使用する場合は、CS5BBCRの BSZ[1:0]ビットもしくは CS6BBCRの BSZ[1:0]ビット

によって、バスサイズは 8ビットまたは 16ビットに設定してください。 

図 7.30に本 LSIと PCMCIAカードの接続例を示します。PCMCIAカードは活性挿入（システムの電源を供給

中にカードの抜き差しを行うこと）を行えるようにするため、本 LSIのバスインタフェースと PCMCIAカードの

間に 3-Stateバッファを接続する必要があります。 

JEIDAおよび PCMCIAの規格では、ビッグエンディアンモードでの動作が明確に規定されていないため、本 LSI

のビッグエンディアンモードの PCMCIAインタフェースは独自にインタフェースを規定しています。 

本LSI
PCカード

（メモリ／IO）

A25～A0 

D7～D0 

CE1

CE2

OE

WE/PGM

IORD

IOWR

REG

A25～A0

D7～D0

D15～D8

RD/WR

CE1A

CE2A

RD

WE

ICIORD

ICIOWR

I/O ポート

WAIT

IOIS16

G

G
DIR

G

G

DIR

D15～D8

WAIT

IOIS16

CD1、CD2
カード

検出回路  

図 7.30 PCMCIAインタフェース接続例 
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（1） メモリカードインタフェース基本タイミング 

図 7.31に PCMCIAの「ICメモリカードインタフェース」の基本タイミングを示します。物理空間のエリア 5

およびエリア 6を PCMCIAインタフェースに設定した場合は、各エリアのコモンメモリ空間をアクセスすると自

動的に「ICメモリカードインタフェース」としてバスアクセスが行われます。外部バス周波数（CKIO）が高くな

ると、RDやWEに対してアドレス（A25～A0）、カードイネーブル（CE1A、CE2A、CE1B、CE2B）、書き込み

サイクル時の書き込みデータ（D15～D0）のセットアップ時間、およびホールド時間が足りなくなります。これ

に対して、本 LSIでは CS5BWCRもしくは CS6BWCRレジスタによって物理空間のエリア 5およびエリア 6の各

エリアに対して、それぞれセットアップ時間およびホ－ルド時間を設定することができます。また、通常空間イ

ンタフェースと同じようにソフトウェアウェイトおよびWAIT端子によるハードウェアウェイトを行うことがで

きます。図 7.32に PCMCIAメモリバスウェイトタイミングを示します。 

Tpcm1w

CKIO

A25～A0

CExx

RD/WR

RD

D15～D0 

WE

D15～D0

BS

リード時

ライト時

Tpcm2Tpcm1 Tpcm1w Tpcm1w

 

図 7.31 PCMCIAメモリカードインタフェース基本タイミング 
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Tpcm1w

CKIO

A25～A0

CExx

RD/WR

RD

D15～D0 

WE

D15～D0

BS

リード時

ライト時

Tpcm2Tpcm0 Tpcm1 Tpcm1wTpcm0w Tpcm2wTpcm1w Tpcm1w

WAIT

 

図 7.32 PCMCIAメモリカードインタフェースウェイトタイミング 
（TED[3:0]＝B'0010、TEH[3:0]＝B'0001、ソフトウェイト 1、ハードウェイト 1） 

ICメモリカードインタフェースとしてメモリ空間を 32Mバイトすべて使用する場合は、コモンメモリとアトリ

ビュートメモリの切り替え信号 REGはポート等を利用して生成します。また、メモリ空間が 16Mバイト以下で

足りる場合は、メモリ空間を 16Mバイトずつコモンメモリ空間とアトリビュートメモリ空間として使うことによ

り、A24端子を REG信号として利用することができます。 

32Mバイトの容量の場合（REG＝I/Oポートを使用）

エリア5：H'14000000
アトリビュートメモリ／コモンメモリ

I/O空間

アトリビュートメモリ／コモンメモリ

I/O空間

エリア5：H'16000000

エリア6：H'18000000

エリア6：H'1A000000

16Mバイトの容量の場合（REG＝A24を使用）

エリア5：H'14000000
アトリビュートメモリ

I/O空間

エリア5：H'15000000

エリア5：H'16000000

H'17000000

エリア6：H'18000000

エリア6：H'19000000

エリア6：H'1A000000

H'1B000000

コモンメモリ

アトリビュートメモリ

I/O空間

コモンメモリ

 

図 7.33 PCMCIA空間割り付け例（CS5BWCR.SA[1:0]＝B'10、CS6BWCR. SA[1:0]＝B'10） 
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（2） I/Oカードインタフェース基本タイミング 

図 7.34および図 7.35に PCMCIAの「I/Oカードインタフェース」のタイミングを示します。 

I/Oカードインタフェースと ICメモリカードインタフェースの切り替えは、アクセスするアドレスによって行

います。物理空間のエリア 5を PCMCIAに設定し、CS5BWCRの SA1、SA0ビットを 1にすると、それぞれ物理

アドレスの H'16000000～H'17FFFFFF、H'14000000～H'15FFFFFFが I/Oカードエリアとして割り付けられます。ま

た、物理空間のエリア 6を PCMCIAに設定し、CS6BWCRの SA1、SA0ビットを 1にすると、それぞれ物理アド

レスの H'1A000000～H'1BFFFFFF、H'18000000～H'19FFFFFFが I/Oカードエリアとして割り付けられます。 

PCMCIAの I/Oカードをアクセスする場合は、キャッシュ非対象領域（P2空間）で行ってください。 

リトルエンディアンモードで PCMCIAカードを I/Oカードインタフェースとしてアクセスする場合は、IOIS16

端子を使って、I/Oバス幅のダイナミックバスサイジングが行えます。エリア 6のバス幅を 16ビットに設定して

いるときに、ワードサイズの I/Oバスサイクル中に IOIS16信号がハイレベルの場合は、8ビット幅であると認識

され、実行中の I/Oバスサイクル中では 8ビット分しかデータアクセスを行わず、自動的に続けて残りの 8ビッ

ト分のデータアクセスを行います。 

IOIS16信号は、TED[3:0]ビットの設定を 1.5サイクル以上に設定したときの Tpci0、Tpci0w、および Tpci1サイ

クルにおける CKIOの立ち下がりでサンプリングされ、サンプリングポイントから CKIOの 1.5サイクル後に CE2

信号に反映されます。ご使用になる PCカードの ICIORDと ICIOWRから CEnのセットアップの規格を満たすよ

うに、TED[3:0]ビットを設定してください。 

ダイナミックバスサイジングの基本タイミングを図 7.36に示します。 

なお、ビッグエンディアンモードでは、IOIS16信号をサポートしません。ビッグエンディアンモード時には、

IOIS16信号をローレベルに固定してください。 
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図 7.34 PCMCIA I/Oカードインタフェース基本タイミング 
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D15～D0 
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図 7.35 PCMCIA I/Oカードインタフェースウェイトタイミング 
（TED[3:0]＝B'0010、TEH[3:0]＝B'0001、ソフトウェイト 1、ハードウェイト 1） 
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Tpci1w

CKIO

A25～A0

CE1x

RD/WR

ICIORD

D15～D0 

ICIOWR

IOIS16

D15～D0
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図 7.36 PCMCIA I/Oカードインタフェースダイナミックバスサイジングタイミング 
（TED[3:0]＝B'0010、TEH[3:0]＝B'0001、ソフトウェイト 3） 

 

7.5.8 アクセスサイクル間ウェイト 

LSIの動作周波数が高くなってきたため、低速なデバイスからのデータ出力が完了した際のデータバッファのオ

フが間に合わず、次のデバイスのデータ出力と衝突してデバイスの信頼度を低下させたり、誤動作を引き起こす

場合があります。これを防止するため、連続するアクセス間にウェイトを挿入して、データの衝突を回避する機

能を有しています。 

アクセスサイクル間ウェイトのサイクル数は、CSnBCRの IWW[1:0]ビット、IWRWD[1:0]ビット、IWRWS1:0]

ビット、IWRRD[1:0]ビット、IWRRS[1:0]ビットで指定します。アクセスサイクル間ウェイト（アイドルサイクル）

は、以下の条件のとき挿入が可能です。 

1. 連続するアクセスがライト－リード、ライト－ライトの場合 

2. 連続するアクセスが別空間でかつリード－ライトの場合 

3. 連続するアクセスが同一空間でかつリード－ライトの場合 

4. 連続するアクセスが別空間でかつリード－リードの場合 

5. 連続するアクセスが同一空間でかつリード－リードの場合 
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7.5.9 その他 

（1） リセット 

バスステートコントローラは、パワーオンリセットでのみ完全な初期化が行われます。パワーオンリセット時

には、バスサイクルの途中であるなしにかかわらず直ちにすべての信号をネゲートし、出力バッファをオフにし

ます。また、制御レジスタはすべて初期化されます。スタンバイ、スリープでは、バスステートコントローラの

制御レジスタの初期化はいっさい行われません。 

フラッシュメモリには、リセット解除後から最初のアクセスまでの最小時間を規定しているものがあります。

バスステートコントローラは、この最小時間を確保するために、5ビットのカウンタ（RWTCNT）を用意してい

ます。パワーオンリセットによりこのカウンタは、0クリアされます。パワーオンリセット解除後は CKIOに同期

してカウントアップされ、カウンタの値が H'007Fになるまで外部アクセスを発生しません。 
 

（2） LSI内部バスマスタからみたアクセス 

本 LSIの内部は、キャッシュバス、内部バス、および周辺バスの 3つのバスに分割されています。CPUおよび

キャッシュメモリはキャッシュバスに、バスステートコントローラは内部バスに、低速な周辺モジュールは周辺

バスにそれぞれ接続されています。また、キャッシュメモリ以外の内蔵メモリと UBCなどのデバッグモジュール

はキャッシュバースト内部バスの双方に接続されています。キャッシュバスから内部バスのアクセスは行えます

が、逆は行えません。 

CPUが読み出しアクセスを開始し、それがキャッシュ領域の場合はキャッシュの検索が行われます。キャッシ

ュにデータが保持されている場合は、これを取りこみアクセスは完了します。キャッシュ内にデータが無い場合

には、内部バスを介してキャッシュデータのフィルを行うため、4つの連続したロングワードリードが起動されま

す。バイトまたはワードペランドアクセス時および奇数ワード境界（4n＋2）への分岐時のミスヒットに関しても、

チップ外部インタフェース上は必ず 4つのロングワードアクセスでフィルを行います。キャッシュスルー領域に

関しては、実際のアクセスアドレスにしたがってアクセスを行います。アクセスが偶数ワード境界（4n）への命

令フェッチの場合にはロングワードアクセス、奇数ワード境界（4n＋2）への命令フェッチの場合にはワードアク

セスとなります。 

キャッシュスルー領域および内蔵周辺モジュールの読み出しサイクルの場合は、その判定後内部バスを介して

読み出しサイクルが起動されます。読み出しデータは、キャッシュバスを経由して CPUに送られます。 

書き込みサイクルがキャッシュ領域に対するものであった場合は、キャッシュのライト方式により動作が異な

ります。 

ライトバックモード時は、キャッシュの検索を行い該当アドレスのデータがあった場合にはキャッシュに書き

込みを行います。実際のメモリへの書き込みは、該当アドレスの置き換えが発生するまで行われません。該当ア

ドレスのデータがなかった場合には、キャッシュの更新が行われます。まず置き換え対象となるデータを内部バ

ッファへ退避し、次に該当アドレスのデータを含む 16バイトのデータ読み出しを行い、該当アドレスのデータを

更新します。それに続き、最初に退避した 16バイトのデータの書き戻しサイクルが行われます。 

ライトスルーモード時は、キャッシュの検索を行い該当アドレスのデータがあった場合にはキャッシュへの書

き込みと並行して内部バスを経由して実際の書き込みが行われます。該当アドレスのデータがなかった場合には、

キャッシュの更新は行わずに内部バスを経由して実際の書き込みのみ行われます。 
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バスステートコントローラには一段のライトバッファがあるため、ライトサイクルではチップ外部のバスサイ

クルが完了しなくても内部バスを別のアクセスに使用することができます。チップ外部の低速メモリに対して書

き込みを行った後に、内蔵周辺モジュールに対する読み出しまたは書き込みを行う場合は、低速メモリへの書き

込みの完了を待たずに内蔵周辺モジュールへのアクセスが可能です。 

読み出しでは、常に動作の完了まで CPUは待たされるので、実際のデバイスに対するデータの書き込みが完了

したことを確認してから処理を続行したい場合は、続けて同じアドレスに対するダミーの読み出しアクセスを行

うと書き込みの終了を確認できます。 
 

（3） 内蔵周辺モジュールのアクセス 

内蔵周辺モジュールのレジスタへのアクセスは、内部バスから周辺モジュールクロック（Pφ）で 2サイクル以

上かかります。システム設計の見積もり時には、ご注意ください。 
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8. クロック発振器（CPG） 

本 LSIは、クロック発振器を内蔵しており、内部クロック（Iφ）、周辺クロック（Pφ）、バスクロック（Bφ）

を生成します。クロック発振器は、発振器、PLL回路、分周回路で構成されます。 

8.1 特長 
• 4種類のクロックモード 

クロックソースの周波数、および水晶発振子直付けか外部クロック入力かの選択により、4種類のクロックモ

ードから選択できます。 

• 3種類のクロックを生成 

CPU、キャッシュで使用する内部クロック（Iφ）と、周辺モジュールで使用する周辺クロック（Pφ）、さ

らに外部バスインタフェースで使用するバスクロック（Bφ＝CKIO）を独立に生成できます。 

• 周波数変更機能 

CPG内部のPLL回路や分周回路により、内部クロック、および周辺クロックの周波数を独立に変更できます。

周波数変更は、周波数制御レジスタ（FRQCR）の設定により、ソフトウェアで行います。 

• 低消費電力モードの制御 

スリープモード、ソフトウェアスタンバイモードでのクロック停止、モジュールスタンバイ機能での特定モ

ジュールの停止が可能です。 
 

CPGのブロック図を図 8.1に示します。 
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図 8.1 CPGのブロック図 
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CPGの各ブロックは次のように機能します。 
 

（1） PLL回路 1 

PLL回路 1は、PLL回路 2からのクロック周波数を 1倍または 2倍に逓倍する機能を持ちます。逓倍率は周波

数制御レジスタで設定します。このとき、内部クロックの立ち上がりエッジの位相は CKIO端子の立ち上がりエ

ッジの位相に一致するように制御されます。 
 

（2） PLL回路 2 

PLL回路 2は、水晶発振器、または EXTAL端子からの入力クロック周波数を 2倍または 4倍に逓倍する機能

を持ちます。逓倍率はクロック動作モードにより固定されます。クロック動作モードはMD0、MD1、MD2端子

で設定します。 
 

（3） 水晶発振器 

XTALまたは EXTAL端子に水晶発振子を接続して使用する場合の発振回路です。水晶発振器は、クロック動作

モードの設定により使用可能となります。 
 

（4） 分周器 1 

分周器 1は、内部クロック、バスクロック、および周辺クロックで使用する動作周波数のクロックを生成する

機能を持ちます。内部クロックとしては、常に本分周器の 1倍出力が選択されます。バスクロックには、PLL回

路 1の逓倍率と連動して、CKIO端子と同一周波数となる本分周器の出力が自動的に選択されます。周辺クロック

には、周波数制御レジスタの設定によって、本分周器の 1倍、1/2倍、1/4倍出力が選択可能ですが、CKIO端子よ

りも高い周波数は選択しないでください。 
 

（5） クロック周波数制御回路 

クロック周波数制御回路は、MD0、MD1、MD2端子、および周波数制御レジスタによりクロック周波数を制御

します。 
 

（6） スタンバイ制御回路 

スタンバイ制御回路は、クロック切り替え時やソフトウェアスタンバイモード時の内蔵発振回路および他のモ

ジュールの状態を制御します。 
 

（7） 周波数制御レジスタ 

周波数制御レジスタには、スタンバイ時の CKIO端子からのクロック出力の有無、PLL回路 1の周波数逓倍率、

周辺クロックの周波数分周率の各制御ビットが割り当てられています。 
 

（8） スタンバイコントロールレジスタ 

スタンバイコントロールレジスタには、低消費電力モードの各制御ビットが割り当てられています。スタンバ

イコントロールレジスタについては、「第 10章 低消費電力モード」を参照してください。 
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8.2 入出力端子 
クロック発振器の端子構成と機能を表 8.1に示します。 

 
表 8.1 クロック発振器の端子構成と機能 

名称 略称 入出力 機   能 

MD0 入力 クロック動作モードを設定します。 

MD1 入力 クロック動作モードを設定します 

モード制御端子* 

MD2 入力 クロック動作モードを設定します。 

XTAL 出力 水晶発振子を接続します。 クロック入力端子 

EXTAL 入力 水晶発振子を接続します。または外部クロック入力端子として使用

します。 

クロック出力端子 CKIO 出力 外部クロック出力端子として使用します。 

【注】 * モード制御端子の値は誤動作防止のために、パワーオンリセット時もしくは STBCRレジスタのMDCHGビットを 1

にした状態でのソフトウェアスタンバイ時にのみサンプリングされます。 
 

8.3 クロック動作モード 
モード制御端子（MD2～MD0）の組み合わせとクロック動作モードの関係を表 8.2に示します。また、クロッ

ク動作モードの使用可能周波数範囲と入力クロックの周波数範囲を表 8.3に示します。 
 

表 8.2 モード制御端子の組み合わせとクロック動作モードの関係 

モード制御端子組み合わせ クロック入出力 クロック 

モード MD2 MD1 MD0 供給源 出力 

PLL回路 2 PLL回路 1 CKIOの周波数 

1 0 0 1 EXTAL CKIO ON（×4） ON（×1、2） （EXTAL）×4 

2 0 1 0 水晶発振子 CKIO ON（×4） ON（×1、2） （水晶）×4 

5 1 0 1 EXTAL CKIO ON（×2） ON（×1、2） （EXTAL）×2 

6 1 1 0 水晶発振子 CKIO ON（×2） ON（×1、2） （水晶）×2 

 

• モード1 

EXTAL端子から外部クロックを入力し、PLL回路 2で周波数を 4倍に逓倍して本 LSIに供給します。入力クロ

ック周波数は 10MHzから 12.5MHzまで使用でき、CKIOの周波数レンジは 40MHzから 50MHzとなります。 
 

• モード2 

内蔵水晶発振器を動作させ、発振周波数を PLL回路 2で 4倍に逓倍して本 LSIに供給します。発振周波数が

10MHzから 12.5MHzまでの水晶を使用でき、CKIOの周波数レンジは 40MHzから 50MHzとなります。 
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• モード5 

EXTAL端子から外部クロックを入力し、PLL回路 2で周波数を 2倍に逓倍して本 LSIに供給します。入力クロ

ック周波数は 10MHzから 25MHzまで使用でき、CKIOの周波数レンジは 20MHzから 50MHzとなります。 
 

• モード6 

内蔵水晶発振器を動作させ、発振周波数を PLL回路 2で 2倍に逓倍して本 LSIに供給します。発振周波数が

10MHzから 25MHzまでの水晶を使用でき、CKIOの周波数レンジは 20MHzから 50MHzとなります。 

 

表 8.3 クロックモードと FRQCR値の可能な組み合わせ 

モード FRQCR 

レジスタ値 

PLL回路 1 PLL回路 2 クロック比* 

（I:B:P） 

入力クロック／周波数範囲 CKIO端子 

周波数範囲 

1、2 H'1000 ON（×1） ON（×4） 4：4：4 10MHz～12.5MHz 40MHz～50MHz 

 H'1001 ON（×1） ON（×4） 4：4：2   

 H'1003 ON（×1） ON（×4） 4：4：1   

 H'1101 ON（×2） ON（×4） 8：4：4   

 H'1103 ON（×2） ON（×4） 8：4：2   

5、6 H'1000 ON（×1） ON（×2） 2：2：2 10MHz～25MHz 20MHz～50MHz 

 H'1001 ON（×1） ON（×2） 2：2：1   

 H'1003 ON（×1） ON（×2） 2：2：1/2   

 H'1101 ON（×2） ON（×2） 4：2：2   

 H'1103 ON（×2） ON（×2） 4：2：1   

【注】 * 入力クロックを 1とします。 

【注意事項】 

 1. 内部クロック周波数は、CKIO端子の周波数に PLL回路 1の周波数逓倍率を掛けた周波数になります。 

 2. 周辺クロックの周波数は、CKIO端子の周波数に PLL回路 1の周波数逓倍率と分周器 1の分周率を掛けた周波数に

なります。周辺クロック周波数は CKIO端子の周波数より高く設定しないでください。 

 3. 分周器 1の分周率には、×1、×1/2、×1/4が選択できます。これは周波数制御レジスタで設定します。 

 4. PLL回路 1の出力周波数は、CKIO端子の周波数に PLL回路 1の逓倍率を掛けた周波数になります。これは周波数

制御レジスタで設定します。 

 5. バスクロックの周波数は、常に CKIO端子の周波数と等しくなるように設定されます。 

 6. 本表を参考として、「第 19章 電気的特性」で規定される動作周波数範囲を満足するように、クロックモード、

FRQCRレジスタ値、入力クロック周波数を決定してください。 
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8.4 レジスタの説明 
CPGには以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよび各処理状態によるレジスタの状態に

ついては「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• 周波数制御レジスタ（FRQCR） 
 

8.4.1 周波数制御レジスタ（FRQCR） 

FRQCRは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタでスタンバイ時の CKIO端子からクロック出力の

有無、PLL回路 1の周波数逓倍率、周辺クロックの周波数分周率の指定ができます。FRQCRはワードアクセスの

み可能です。 

本レジスタは、端子入力によるパワーオンリセット時、または H-UDIリセット時には初期化されますが、WDT

オーバフローによるパワーオンリセット時には初期化されません。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～13 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

12 CKOEN 1 R/W クロック出力イネーブル 

ソフトウェアスタンバイ解除時に CKIO端子から、クロックを出力する

か、CKIO端子をレベル固定するかを指定します。0を設定した場合、CKIO

端子がローレベルに固定されます。これにより、ソフトウェアスタンバ

イ解除時の不安定な CKIOクロックによって外部回路が誤動作すること

を防ぐことができます。 

0：ソフトウェアスタンバイ期間中に、CKIO端子をローレベルに固定

する。 

1：クロックモード 1、または 5でのソフトウェアスタンバイ期間中に、

EXTAL入力を CKIO端子にスルーします。ただし、通常状態から

スタンバイモードに遷移するときに、CKIO端子のソース信号を

PLL2出力から EXTAL入力へ切り替えるため、ハザード防止の意味

で Pφ×2サイクル分ローレベル固定します。 

11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

10 

9 

8 

STC2 

STC1 

STC0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

PLL回路 1の周波数逓倍率 

000：×1倍 

001：×2倍 

上記以外：設定禁止 

7～3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

2 

1 

0 

PFC2 

PFC1 

PFC0 

0 

1 

1 

R/W 

R/W 

R/W 

周辺クロック周波数の分周率 

PLL回路 1の出力周波数に対しての周辺クロック周波数の分周率を指定

します。 

000：×1倍 

001：×1/2倍 

011：×1/4倍 

上記以外：設定禁止 

 

8.5 周波数変更方法 
内部クロックの周波数を変更するには、PLL回路 1の逓倍率を変える方法があります。周辺クロックの周波数

を変更するには、PLL回路 1の逓倍率を変える方法と、分周器 1の分周率を変える方法があります。これらはい

ずれも周波数制御レジスタによってソフトウェアで制御します。以下にこれらの方法について示します。 

8.5.1 逓倍率の変更 

PLL回路 1の逓倍率を変更する場合、PLL同期安定化時間が必要になります。内蔵WDTにより PLL同期安定

化時間のカウントを行います。 
 

1. 初期状態では、PLL回路1の逓倍率は1になっています。 

2. WDTに、指定されたPLL同期安定化時間になるように値をセットし、WDTを停止します。次の設定が必要で

す。 

WTCSR.TME＝0：WDTの停止 

WTCSR.CKS2～CKS0：WDTカウントクロックの分周率 

WTCNT：カウンタの初期値 

3. STBCRのMDCHGビットを0にした状態でSTC2～STC0ビットを目的とする値に設定します。同時にPFC2～

PFC0ビットに分周率を設定することも可能です。 

4. 本LSI内部は一時的に停止し、WDTのカウントアップを開始します。内部クロックと周辺クロックが停止し、

WDTにのみクロックが供給されます。また、CKIO端子にはクロックが出力され続けます。 

5. WDTのカウントオーバフローで設定されたクロックが供給されはじめ、本LSIは動作を再開します。WDTは

オーバフロー後、停止します。 
 
【注】 1. STBCRのMDCHGビットに 1が設定されている場合、FRQCR値の変更は直ちに動作へ反映されません。詳細は

「8.5.3 クロック動作モードの変更」を参照してください。 

 2. 内蔵周辺モジュールが動作中の場合は、動作が完了してから逓倍率の変更を行ってください。逓倍率の変更中は、

内部クロックと周辺クロックが停止します。外部 ICと通信している周辺モジュールは通信エラーを発生したり、

タイマは時間を間違えたりします（WDTを除く）。また、外部割り込み（NMI、IRQ7～IRQ0）のエッジ検出も行

えません。 
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8.5.2 分周率の変更 

分周率変更のみで、同時に逓倍率の変更を行わない場合、WDTによるカウントは行いません。 
 

1. 初期状態では、PFC2～PFC0＝011になっています。 

2. STBCRのMDCHGビットを0にした状態でPFC2～PFC0ビットを目的とする値に設定します。クロックモード

やPLL回路1の逓倍率との関係で設定可能な値は限られます。誤った値を設定すると本LSIは誤動作するので

注意してください。 

3. 直ちに設定されたクロックに切り替わります。 

【注】 STBCRのMDCHGビットに 1が設定されている場合、FPQCR値の変更は直ちに動作に反映されません。詳細は、

「8.5.3 クロック動作モードの変更」を参照してください。 
 

8.5.3 クロック動作モードの変更 

クロック動作モードを決めるモード制御端子（MD2～MD0）はパワーオンリセット時および STBCRのMDCHG

ビットを 1にしたときのソフトウェアスタンバイ時にその値が取り込まれます。 

また、MDCHGビットを 1にしてからFRQCRを変更すると、直ちに設定されたクロックには切り替わりません。

モード変更のために行うソフトウェアスタンバイ解除後の逓倍率や分周率として反映されます。これを利用する

とモード変更後に再度逓倍率を変更する必要がなく、PLL安定化時間を削減することが可能です。 

これらソフトウェアスタンバイ時のモード変更は、以下の手順で行います。 
 

1. MD2～MD0を変更するクロック動作モードに設定してください。 

2. STBCRのSTBYビットとMDCHGビットを1に設定してください。 

3. WDTに、指定された発振安定時間になるように値をセットし、WDTを停止します。 

4. FRQCRをモード変更後の値に設定します。この際STC2～STC0ビットを目的とする逓倍率に設定してくださ

い。同時にPFC2～PFC0ビットに分周率を設定することも可能です。変更前モードで動作中は設定されたク

ロックに切り替わりません。 

5. SLEEP命令を用いてソフトウェアスタンバイモードへ遷移してください。 

6. 割り込みによりソフトウェアスタンバイモードを解除してください。 

7. ソフトウェアスタンバイ解除後、モード変更前に設定したFRQCRの値で動作を開始します。 
 
【注】 1. MD2～MD0の設定はモード変更前の動作中あるいは割り込み前のソフトウェアスタンバイ中に行ってください。 

 2. 上記手順 6の割り込みによる割り込み処理ルーチン内で、STBCRの STBYビットをクリアしてください。STBY

ビットをクリアしないと、再びソフトウェアスタンバイモードに遷移してしまいます。詳細は「10.5.2 ソフトウ

ェアスタンバイモードの解除」を参照してください。 

 3. 一度 STC2～STC0ビットの値を変更すると、その後 PFC2～PFC0ビットのみを変更しても設定されたクロック

に切り替わりません。MDCHGビットを 1にしてから STC2～STC0ビットを変更した後は FRQCRの設定はクロ

ックモードか、変更されるまで行わないでください。 
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8.6 ボード設計上の注意事項 

（1） 外部水晶発振子使用時の注意 

水晶発振子と容量 CL1、CL2およびダンピング抵抗 Rはできるだけ XTAL端子と EXTAL端子の近くに置いて

ください。また、誘導を避け、正しい発振を行うために、振動子に付加するコンデンサの接地点は共通にし、こ

れらの部品の近くには配線パターンを置かないでください。 

EXTAL XTAL

本LSI

信号配線禁止

CL1 CL2

R
【注】CL1、CL2の推奨値は20pF、Rの推奨値は0Ωですが、
　　　最終的には水晶発振子メーカと評価検討の上、 
　　　値を決めてください。

 

図 8.2 水晶発振子使用時の注意 

 

（2） バイパスコンデンサについての注意 

Vssと Vccのペアごとに積層セラミックコンデンサをパスコンとして入れてください。 

パスコンは LSIの電源端子の近くに実装してください。 

容量値だけでなく、周波数特性は LSIの動作周波数に合った特性を持つものを使用してください。 

• 内部論理用デジタル電源ペア 

A4-B4、B11-A11、D15-D14、E2-E1、G12-G13、H4-H3、J12-J13、M1-M2、M8-N8、P5-R5 

• 入出力用電源ペア 

A1-B1、A7-B7、A15-A14、F15-F14、K1-K2、M12-P14、M15-M14、R1-R2、R10-P10 

• PLL用電源ペア 

N13-N14、N13-P15 
 

（3） PLL発振回路使用時の注意 

PLL用 Vccと Vssの接続パターンはボード電源供給端子からの配線長を短くし、パターン幅は広くしてインダ

クタンス成分を減らしてください。 

PLLのアナログ電源系はノイズ等に敏感であるため、他の電源との干渉によってシステム全体として誤動作を

生じさせる可能性があります。このため、本アナログ電源系と Vcc、VccQのデジタル電源系は極力基板上で同一

リソースを供給しないでください。 
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9. ウォッチドッグタイマ（WDT） 

本 LSIは、ウォッチドッグタイマ（WDT）を内蔵しており、システムの暴走などにより、カウンタの値が書き

換えられずにオーバフローすると本 LSI内部をリセットすることができます。 

WDTは１チャネルのタイマであり、周辺クロックを入力とし、ソフトウェアスタンバイモードや、周波数変更

時の一時的なスタンバイ状態の解除の際に、クロック安定時間のカウント用としても使用します。また、インタ

ーバルタイマとしても使用可能です。 

9.1 特長 
• クロック安定時間の確保に使用可能 

ソフトウェアスタンバイモード、クロック周波数変更時の一時的なスタンバイ状態の解除時に使用します。 

• ウォッチドッグタイマモードとインターバルタイマモードを切り替え可能 

• ウォッチドッグタイマモード時、内部リセットを発生 

カウンタオーバフローにより、内部をリセットします。 

• インターバルタイマモード時、割り込みを発生 

カウンタオーバフローにより、インターバルタイマ割り込みを発生します。 

• 8種類のカウンタ入力クロックを選択可能 

• 周辺クロックを分周した8種類のクロック（×1～×1/4096）から選択できます。 
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WDTのブロック図を図 9.1に示します。 

スタンバイ解除

内部リセット要求

割り込み要求

スタンバイ
コントロール

リセット
コントロール

割り込み
コントロール

クロック選択

オーバフロー クロック

バスインタフェース

クロック選択器

スタンバイモード

周辺クロック（Pφ）

WTSCR WTCNT

分周器

【記号説明】
WTCSR：ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ
WTCNT：ウォッチドッグタイマカウンタ

WDT

 

図 9.1 WDTのブロック図 

 

9.2 WDTのレジスタの説明 
WDTには、以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよび各処理状態におけるレジスタの状

態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ウォッチドッグタイマカウンタ（WTCNT） 

• ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ（WTCSR） 
 

9.2.1 ウォッチドッグタイマカウンタ（WTCNT） 

WTCNTは、読み出し／書き込み可能な 8ビットのレジスタで、選択されたクロックでカウントアップするカ

ウンタです。オーバフローすると、ウォッチドッグタイマモードのときパワーオンリセットが発生し、インター

バルタイマモードのとき割り込みが発生します。WTCNTはWDTオーバフローによる内部パワーオンリセットで

は初期化されません。端子入力によるパワーオンリセット時、または H-UDIリセット時には、H'00に初期化され

ます。 

WTCNTへの書き込みは上位バイトを H'5Aにしてワードサイズで行ってください。読み出しはバイトサイズで

行ってください。 

【注】 本レジスタは、誤って書き換えられないように、書き込み方法が一般のレジスタと異なっています。詳しくは「9.2.3 

レジスタアクセス時の注意」を参照してください。 
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9.2.2 ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ（WTCSR） 

WTCSRは、読み出し／書き込み可能な 8ビットのレジスタで、カウントに使用するクロックの選択を行うビッ

ト、オーバフローフラグおよびイネーブルビットから成ります。 

WTCSRはWDTオーバフローによる内部パワーオンリセット時には値は保持されます。端子入力によるパワー

オンリセット時、または H-UDIリセット時には、H'00に初期化されます。ソフトウェアスタンバイ解除時のクロ

ック安定時間のカウントに使用するときには、カウンタオーバフロー後、値は保持されます。 

WTCSRへの書き込みは上位バイトを H'A5にしてワードサイズで行ってください。読み出しはバイトサイズで

行ってください。 

【注】 本レジスタは、誤って書き換えられないように、書き込み方法が一般のレジスタと異なっています。詳しくは「9.2.3 

レジスタアクセス時の注意」を参照してください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 TME 0 R/W タイマイネーブル 

タイマ動作の開始または停止を設定します。ソフトウェアスタンバイモード

やクロック周波数変更時にWDTを使用する場合には、このビットを０にし

てください。 

0：タイマディスエーブル。カウントアップを停止、WTCNTの値は保持 

1：タイマイネーブル 

6 WT/IT 0 R/W タイマモードセレクト 

ウォッチドッグタイマとして使用するか、インターバルタイマとして使用す

るかを指定します。 

0：インターバルタイマモード 

1：ウォッチドッグタイマモード 

【注】 WDTの動作中にWT/ITを書き換えるとカウントアップが正しく行

われないことがあります。 

5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

4 WOVF 0 R/W ウォッチドッグタイマオーバフロー 

ウォッチドッグタイマモードでWTCNTがオーバフローしたことを示しま

す。インターバルタイマモードではセットされません。 

0：オーバフローなし 

1：ウォッチドッグタイマモードでWTCNTがオーバフローした 

3 IOVF 0 R/W インターバルタイマオーバフロー 

インターバルタイマモードでWTCNTがオーバフローしたことを示します。

ウォッチドッグタイマモードではセットされません。 

0：オーバフローなし 

1：インターバルタイマモードでWTCNTがオーバフローした 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

2 

1 

0 

CKS2 

CKS1 

CKS0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

クロックセレクト 2～0 

周辺クロック（Pφ）を分周して得られる８種類のクロックから、WTCNT

のカウントに使用するクロックを選択します。括弧内に示すオーバフロー周

期は、周辺クロック Pφ＝25MHzの場合の値です。 

000：Pφ （10 μs） 

001：Pφ/4 （41 μs） 

010：Pφ/16 （164 μs） 

011：Pφ/32 （328 μs） 

100：Pφ/64 （655μs） 

101：Pφ/256 （2.62 ms） 

110：Pφ/1024 （10.49 ms） 

111：Pφ/4096 （41.94 ms） 

【注】 WDTの動作中に CKS2～CKS0ビットを書き換えると、カウント

アップが正しく行われない場合があります。CKS2～CKS0ビット

を書き換える場合は必ずWDTを停止させてください。 

 

9.2.3 レジスタアクセス時の注意 

ウォッチドッグタイマカウンタ（WTCNT）、ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ

（WTCSR）は、容易に書き換えられないように、書き込み方法が一般のレジスタと異なっています。次の方法で

書き込みを行ってください。 

• WTCNT、WTCSRへ書き込むときは、必ずワード転送命令を使用してください。バイト転送、ロングワード

転送では、書き込めません。 
 
図 9.2に示すように、WTCNTへ書き込むときは上位バイトを H'5Aにし、下位バイトを書き込みデータにして

転送してください。WTCSRへ書き込むときは上位バイトを H'A5にし、下位バイトを書き込みデータにして転送

してください。このように転送すると、下位バイトのデータがWTCNTまたはWTCSRへ書き込まれます。 

＜WTCNTへ書き込むとき＞

アドレス：H'F815FF84

＜WTCSRへ書き込むとき＞

アドレス：H'F815FF86�
�

H'5A ライトデータ

15 8 7 0

H'A5 ライトデータ

15 8 7 0

 

図 9.2 WTCNT、WTCSRへの書き込み 
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9.3 WDTの動作説明 

9.3.1 ソフトウェアスタンバイ解除の手順 

WDTはソフトウェアスタンバイモードを NMI割り込みまたは外部割り込み（IRQ）で解除する場合に使用しま

す。この手順を以下に示します（リセットで解除する場合WDTは動作しないため、クロックが安定するまで RES

端子をローレベルに保ってください）。 
 

1. ソフトウェアスタンバイモードへ遷移前に、必ずWTCSRのTMEビットを0に設定してください。TMEビット

が1に設定されていると、カウントオーバフロー時に誤ってリセットまたはインターバルタイマ割り込みが発

生することがあります。 

2. WTCSRのCKS2～CKS0ビットに使用するカウントクロックの種類、WTCNTにカウンタの初期値を設定して

おきます。これらの値は、カウントオーバフローまでの時間がクロック発振安定時間以上になるように設定

してください。 

3. SLEEP命令実行によりソフトウェアスタンバイモードに遷移し、クロックは停止します。 

4. NMI端子やIRQ端子への入力レベルに変化があるとエッジ検出により、WDTがカウントを開始します。 

5. WDTがカウントオーバフローすると、CPGがクロック供給を開始し、本LSIが動作を再開します。このとき、

WTCSRのWOVFフラグはセットされません。 

6. WDTはH'00からカウントを継続するので、割り込み処理プログラムの中でSTBCRレジスタのSTBYビットを0

にしてください。これにより、WDTのカウントが停止します。STBYビットが1のままだと、WDTがH'80まで

カウントした時点で再びソフトウェアスタンバイモードに入ります。このソフトウェアスタンバイモードは

パワーオンリセットで解除してください。 
 

9.3.2 周波数変更の手順 

PLL回路 1の逓倍率変更時に、WDTを使用します。分周器の切り換えのみによる周波数変更の場合は、WDT

は使用しません。 
 

1. 周波数変更前に、必ずWTCSRのTMEビットを0に設定してください。TMEビットが1に設定されていると、

カウントオーバフロー時に誤ってリセットまたはインターバルタイマ割り込みが発生することがあります。 

2. WTCSRのCKS2～CKS0ビットに使用するカウントクロックの種類、WTCNTにカウンタの初期値を設定して

おきます。これらの値は、カウントオーバフローまでの時間がクロック発振安定時間以上になるように設定

してください。 

3. 周波数制御レジスタ（FRQCR）のSTC2～STC0ビットを書き換えると、プロセッサ内部は一時的に停止し、

WDTはカウントを開始します。 

4. WDTはカウントオーバフローすると、CPGがクロック供給を再開し、本LSIが動作を再開します。このとき、

WTCSRのWOVFフラグはセットされません。 
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5. WTCNTはH'00の値で停止します。 

6. 周波数変更命令の後、WTCNTを書き換える場合には、WTCNTを読み出してH'00になっていることを確認し

てから書き換えてください。 
 

9.3.3 ウォッチドッグタイマモードの使用法 

1. WTCSRのWT/ITビットに1を設定し、CKS2～CKS0にカウントクロックの種類、WTCNTにカウンタの初期値

を設定します。 

2. WTCSRのTMEビットに1をセットすると、ウォッチドッグタイマモードでカウントを開始します。 

3. ウォッチドッグタイマモードで動作中は、カウンタがオーバフローしないように定期的にカウンタをH'00に

書き換えてください。 

4. カウンタがオーバフローすると、WDTはWTCSRのWOVFフラグを1にセットし、パワーオンリセットを発生

します。この後WTCNTはカウントを続行します。 
 

9.3.4 インターバルタイマモードの使用法 

インターバルタイマモードで動作中は、カウンタがオーバフローするたびにインターバルタイマ割り込みを発

生します。したがって、一定時間ごとに割り込みを発生させることができます。 
 

1. WTCSRのWT/ITビットに0をセットし、CKS2～CKS0ビットにカウントクロックの種類、WTCNTにカウンタ

の初期値を設定します。 

2. WTCSRのTMEビットに1をセットするとインターバルタイマモードでカウントを開始します。 

3. WDTは、WTCNTがオーバフローするとWTCSRのIOVFフラグに1をセットし、インターバルタイマ割り込み

要求をINTCに送ります。WTCNTはカウントを続行します。 

9.4 使用上の注意事項 
WDTを使用する際は、以下のことに注意してください。 

1. インターバルタイマモードで使用している場合、WDTCNTにH'FFを書き込むと直後のH'00ではオーバフロー

が発生しません（WTCSRのIOVFセットされません）。1周期後のH'00までカウントした時点でオーバフロー

が発生します。 

なお、ウォッチドッグタイマモードで使用している場合は、本件は該当しません。 
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10. 低消費電力モード 

本 LSIは低消費電力モードとしてスリープモード、ソフトウェアスタンバイモード、モジュールスタンバイ機

能をサポートしています。 

10.1 特長 
• スリープ／ソフトウェアスタンバイ／モジュールスタンバイをサポートします。 

10.1.1 低消費電力モードの種類 

低消費電力モードには、次のようなモード、機能があります。 

1. スリープモード 

2. ソフトウェアスタンバイモード 

3. モジュールスタンバイ機能（キャッシュ、Uメモリ、UBC、H-UDI、および内蔵周辺モジュール） 
 
プログラム実行状態から各モードへ遷移する方法、各モードでの CPUや周辺モジュールなどの状態、各モード

の解除方法を、表 10.1に示します。 
 

表 10.1 低消費電力モードの状態 

状   態 解除方法 低消費 

電力モード 

遷移方法 

CPG CPU CPU 

レジスタ 

内蔵 

メモリ 

内蔵周辺 

モジュール

端子  

スリープ 

モード 

STBCRの STBYビットが

0の状態で SLEEP命令を

実行 

動作 停止 保持 停止（内容は

保持） 

動作 保持 （1）割り込み（ユ

ーザブレーク除く） 

（2）リセット 

ソフトウェア 

スタンバイ 

モード 

STBCRの STBYビットが

１の状態で SLEEP命令を

実行 

停止 停止 保持 停止（内容は

保持） 

停止 保持 （1）NMI、IRQ 

（2）リセット 

モジュール 

スタンバイ 

機能 

STBCR2～4のMSTPビッ

トを１とする 

動作 動作 保持 指定モジュー

ルが停止（内

容は保持） 

指定モジュ

ールが停止 

保持 （1）MSTPビット

を0にクリア 

（2）パワーオン 

リセット 
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10.2 入出力端子 
低消費電力モード関連の端子構成を表 10.2に示します。 

 
表 10.2 端子構成 

端子名 略称 入出力 機   能 

リセット入力端子 RES 入力 リセット入力信号。ローレベルでリセット。 

 

10.3 レジスタの説明 
消費電力モードに関連するレジスタには、以下のものがあります。これらのレジスタのアドレスおよび各処理

状態におけるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• スタンバイコントロールレジスタ（STBCR） 

• スタンバイコントロールレジスタ2（STBCR2） 

• スタンバイコントロールレジスタ3（STBCR3） 

• スタンバイコントロールレジスタ4（STBCR4） 
 

10.3.1 スタンバイコントロールレジスタ（STBCR） 

STBCRは、読み出し／書き込み可能な 8ビットレジスタで、低消費電力モードの状態を指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 STBY 0 R/W スタンバイ 

ソフトウェアスタンバイモードへの実行を指定します。 

0：SLEEP命令の実行で，スリープモードへ遷移 

1：SLEEP命令の実行で，ソフトウェアスタンバイモードへ遷移 

6～4 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

3 MDCHG 0 R/W MD2～MD0端子制御 

ソフトウェアスタンバイモード中にMD2～MD0端子の値を取り込むかどう

かを設定します。MDCHGビットを１にセットするとソフトウェアスタン

バイモードから割り込みで復帰する際にMD2～MD0端子の値を取り込みま

す。 

0：ソフトウェアスタンバイモード中にMD2～MD0端子の値を取り込ま

ない 

1：ソフトウェアスタンバイモード中にMD2～MD0端子の値を取り込む 

2～0 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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10.3.2 スタンバイコントロールレジスタ 2（STBCR2） 

STBCR2は、読み出し／書き込み可能な 8ビットレジスタで、低消費電力時の各モジュールの動作を制御しま

す。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 MSTP10 0 R/W モジュールストップビット 10 

本ビットを 1にセットすると H-UDIへのクロックの供給を停止します。 

0：H-UDIは動作 

1：H-UDIへのクロック供給を停止 

6 MSTP9 0 R/W モジュールストップビット 9 

本ビットを 1にセットすると UBCへのクロックの供給を停止します。 

0：UBCは動作 

1：UBCへのクロック供給を停止 

5～3 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

2 MSTP5 0 R/W モジュールストップビット 5 

本ビットを 1にセットするとキャッシュメモリへのクロックの供給を停止

します。 

0：キャッシュメモリは動作 

1：キャッシュメモリへのクロック供給を停止 

1 MSTP4 0 R/W モジュールストップビット 4 

本ビットを 1にセットすると Uメモリへのクロックの供給を停止します。 

0：Uメモリは動作 

1：Uメモリへのクロック供給を停止 

0 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

 

10.3.3 スタンバイコントロールレジスタ 3（STBCR3） 

STBCR3は、読み出し／書き込み可能な 8ビットレジスタで、低消費電力時の各モジュールの動作を制御しま

す。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7～5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

4 MSTP15 0 R/W モジュールストップビット 15 

本ビットを 1にセットすると CMTへのクロックの供給を停止します。 

0：CMTは動作 

1：CMTへのクロック供給を停止 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

2 MSTP13 0 R/W モジュールストップビット 13 

本ビットを 1にセットすると SCIF2へのクロックの供給を停止します。 

0：SCIF2は動作 

1：SCIF2へのクロック供給を停止 

1 MSTP12 0 R/W モジュールストップビット 12 

本ビットを 1にセットすると SCIF1へのクロックの供給を停止します。 

0：SCIF1は動作 

1：SCIF1へのクロック供給を停止 

0 MSTP11 0 R/W モジュールストップビット 11 

本ビットを 1にセットすると SCIF0へのクロックの供給を停止します。 

0：SCIF0は動作 

1：SCIF0へのクロック供給を停止 

 

10.3.4 スタンバイコントロールレジスタ 4（STBCR4） 

STBCR4は、読み出し／書き込み可能な 8ビットレジスタで、低消費電力時の各モジュールの動作を制御しま

す。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7～5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

4 MSTP23 0 R/W モジュールストップビット 23 

本ビットを 1にセットすると HIFへのクロックの供給を停止します。 

0：HIFは動作 

1：HIFへのクロック供給を停止 

3～1 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

0 MSTP19 0 R/W モジュールストップビット 19 

本ビットを 1にセットすると冗長論理へのクロックの供給を停止します。

パワーオンリセット解除後、速やかに本ビットを 1にセットしてください。 

0：冗長論理は動作 

1：冗長論理へのクロック供給を停止 
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10.4 スリープモード 

10.4.1 スリープモードへの遷移 

STBCRの STBYビットが 0の状態で、SLEEP命令を実行すると、プログラム実行状態からスリープモードに遷

移します。CPUは SLEEP命令実行後に停止しますが、CPUのレジスタ内容は保持されます。内蔵周辺モジュー

ルは動作を続けます。CKIO端子にはクロックが出力され続けます。 
 

10.4.2 スリープモードの解除 

スリープモードは、ユーザブレークを除く割り込み（NMI、H-UDI、IRQ、内蔵周辺）、リセットにより解除さ

れます。 

（1） 割り込みによる解除 

ユーザブレーク、NMI、H-UDI、IRQ、内蔵周辺の各割り込みが発生すると、スリープモードが解除され、割り

込み例外処理が実行されます。ただし、IRQや内蔵周辺の割り込みについては、その割り込み優先レベルが CPU

のステータスレジスタ（SR）に設定されている割り込みマスクレベル以下の場合には、割り込み要求は受け付け

られず、スリープモードは解除されません。 
 

（2） リセットによる解除 

パワーオンリセットまたは H-UDIリセットにより、スリープモードは解除されます。 
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10.5 ソフトウェアスタンバイモード 

10.5.1 ソフトウェアスタンバイモードへの遷移 

STBCRの STBYビットが 1の状態で SLEEP命令を実行すると、プログラム実行状態からソフトウェアスタン

バイモードに遷移します。ソフトウェアスタンバイモードでは、CPUだけでなくクロックや内蔵周辺モジュール

も停止します。CKIO端子からのクロック出力も停止します。 

CPU、キャッシュのレジスタ内容は保持されます。内蔵周辺モジュールのレジスタに関しては初期化されるも

のがあります。ソフトウェアスタンバイモード時の周辺モジュールのレジスタの状態を表 10.3に示します。 
 

表 10.3 ソフトウェアスタンバイモード時のレジスタの状態 

モジュール 初期化レジスタ 内容が保持されるレジスタ 

割り込みコントローラ（INTC） － 全レジスタ 

クロック発振器（CPG） － 全レジスタ 

ユーザブレークコントローラ（UBC） － 全レジスタ 

バスステートコントローラ（BSC） － 全レジスタ 

I/Oポート － 全レジスタ 

ユーザデバッグインタフェース（H-UDI） － 全レジスタ 

FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース 

（SCIF0～2） 

－ 全レジスタ 

コンペアマッチタイマ（CMT0～1） 全レジスタ － 

ホストインタフェース（HIF） － 全レジスタ 

 
ソフトウェアスタンバイモードへ遷移する手順を以下に示します。 

1. WDTのタイマコントロールレジスタ（WTCSR）のTMEビットを0にし、WDTを停止させます。 

2. WDTのタイマカウンタ（WTCNT）を0にセットし、WTCSRレジスタのCKS2～CKS0ビットに、指定された

発振安定時間になるように、値を設定します。 

3. STBCRのSTBYビットに1を設定した後、SLEEP命令を実行させます。 

4. ソフトウェアスタンバイモードに入り、LSI内部のクロックが停止します。 
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10.5.2 ソフトウェアスタンバイモードの解除 

ソフトウェアスタンバイモードは、割り込み（NMI、IRQ）、リセットにより、解除されます。 

（1） 割り込みによる解除 

内蔵WDTによるホットスタートができます。NMI、IRQ割り込みが検出されると、WDTのタイマコントロー

ル／ステータスレジスタに設定されている時間が経過した後、LSI全体にクロックが供給され、ソフトウェアスタ

ンバイモードが解除されます。この後、割り込み例外処理が実行されます。割り込み処理ルーチンに分岐後、STBCR

の STBYビットをクリアしてください。WTCNTは自動的に停止します。STBYビットをクリアしないと、WTCNT

は動作を継続し、H'80に達した時点でソフトウェアスタンバイモード*に遷移してしまいます。この機能により、

電源不安定時などの電圧上昇によるデータ破壊を防止できます。 

ただし、IRQについては IRQCRの IRQn1S、IRQn0S≠B'00（ローレベル検出以外の設定）となっていて、さらに

指定された検出条件に合致した入力変化が起きた時のみ、ソフトウェアスタンバイモードが解除されます。また、

IRQの割り込み優先レベルが CPUのステータスレジスタ（SR）に設定されている割り込みマスクレベル以下の場

合には、ソフトウェアスタンバイモード解除後に、SLEEP命令の次の命令から実行を再開し、IRQの割り込み優

先レベルが CPUのステータスレジスタ（SR）に設定されている割り込みマスクレベルより大きい場合には、ソフ

トウェアスタンバイモード解除後に IRQ割り込み例外処理を実行します。 
 
【注】 * このソフトウェアスタンバイモードは、パワーオンリセットでのみ解除可能です。 
 

H'FF

H'80

割り込み要求

時間

WTCNT値 水晶発振器安定時間と
PLL同期時間

WTCNTがH'80に達する以前にSTBCRの
STBYビットをクリアしてください。
WTCNTは自動的に停止します。

WDTオーバフローおよび割り込み処理
ルーチンへの分岐

 

図 10.1 STBCRの STBYビットとスタンバイモードの解除 

 

（2） リセットによる解除 

パワーオンリセットにより、ソフトウェアスタンバイモードは解除されます。RES端子はクロックの発振が安

定するまで、ローレベルを保持してください。CKIO端子には、内部のクロックが出力され続けます。 
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10.6 モジュールスタンバイ機能 

10.6.1 モジュールスタンバイ機能への遷移 

スタンバイコントロールレジスタ 2～4（STBCR2～4）の各MSTPビットに 1をセットすることで、それぞれ対

応した内蔵周辺モジュールへのクロック供給を停止させることができます。この機能を使用することで、ノーマ

ルモード時の消費電力を低減させることができます。 

モジュールスタンバイ状態では、内蔵周辺モジュールの外部端子は、内蔵周辺モジュールおよびポート設定に

より異なります。レジスタは一部を除いて停止前の状態を保持します。 
 

10.6.2 モジュールスタンバイ機能の解除 

モジュールスタンバイ機能の解除は、STBCR2～4の各MSTPビットを 0にクリアするか、パワーオンリセット

により行います。 
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11. コンペアマッチタイマ（CMT） 

本 LSIは、2チャネルの 16ビットタイマにより構成されるコンペアマッチタイマ（CMT）を内蔵しています。

CMTは 16ビットのカウンタを持ち、設定した周期ごとに割り込みを発生することができます。 

11.1 特長 
CMTには次の特長があります。 

• 4種類のカウンタ入力クロックを2チャネル独立で選択可能 

4種類の内部クロック（Pφ/8、Pφ/32、Pφ/128、Pφ/512）を選択可能 

• コンペアマッチ時、割り込み要求可能 

• CMTを使用しないときは、消費電力低減のためCMTに対してクロックの供給を止めて動作を停止させること

ができます。 
 
図 11.1に CMTのブロック図を示します。 
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制御回路 クロック選択

C
M

S
T

R

C
M

C
S

R
0

C
M

C
O

R
0

コ
ン
パ
レ
ー
タ

C
M

C
N

T
0

モジュールバス

チャネル0 チャネル1

CMT
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CMCSR:
CMCOR:
CMCNT:

CMI:

コンペアマッチタイマスタートレジスタ
コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ
コンペアマッチコンスタントレジスタ
コンペアマッチカウンタ
コンペアマッチ割り込み

制御回路 クロック選択

C
M

C
S

R
1

C
M

C
O

R
1

コ
ン
パ
レ
ー
タ

C
M

C
N

T
1

Pφ/8 Pφ/32 Pφ/128 Pφ/512

【記号説明】

CMI0 CMI1

 

図 11.1 コンペアマッチタイマのブロック図 
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11.2 レジスタの説明 
CMTのレジスタを以下に示します。 

• コンペアマッチタイマスタートレジスタ（CMSTR） 

• コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ_0（CMCSR_0） 

• コンペアマッチカウンタ_0（CMCNT_0） 

• コンペアマッチコンスタントレジスタ_0（CMCOR_0） 

• コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ_1（CMCSR_1） 

• コンペアマッチカウンタ_1（CMCNT_1） 

• コンペアマッチコンスタントレジスタ_1（CMCOR_1） 
 

11.2.1 コンペアマッチタイマスタートレジスタ（CMSTR） 

CMSTRは 16ビットのレジスタで、コンペアマッチカウンタ（CMCNT）の動作／停止を選択します。 

CMSTRはパワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。スタンバイモード時にも、H'0000に初期化され

ます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込みも常に 0を書き込んでください。 

1 STR1 0 R/W カウントスタート 1 

コンペアマッチカウンタ_1の動作／停止を選択します。 

0：CMCNT_1はカウントを停止 

1：CMCNT_1はカウントを開始 

0 STR0 0 R/W カウントスタート 0 

コンペアマッチカウンタ_0の動作／停止を選択します。 

0：CMCNT_0はカウントを停止 

1：CMCNT_0はカウントを開始 
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11.2.2 コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ（CMCSR） 

CMCSRは 16ビットのレジスタで、コンペアマッチの発生の表示、割り込み、およびカウンタ入力クロックの

設定を行います。CMCSRはパワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。スタンバイモード時にも、H'0000

に初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込みも常に 0を書き込んでください。 

7 CMF 0 (R/W)* コンペアマッチフラグ 

CMCNTと CMCORの値が一致したか否かを示すフラグです。 

0：CMCNTと CMCORの値は不一致  

［クリア条件］ 

CMFに 0を書き込んだとき 

1：CMCNTと CMCORの値が一致 

6 CMIE 0 R/W コンペアマッチ割り込みイネーブル 

CMCNTCMCORの値が一致したとき（CMF=1）、コンペアマッチ割り込み

（CMI）の発生を許可するか禁止するかを選択します。 

0：コンペアマッチ割り込み（CMI）を禁止 

1：コンペアマッチ割り込み（CMI）を許可 

5～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込みも常に 0を書き込んでください。 

1 

0 

CKS1 

CKS0 

0 

0 

R/W 

R/W 

クロックセレクト 1、0 

周辺動作クロック（Pφ）を分周した 4種類の内部クロックから CMCNTに入

力するクロックを選択します。CMSTRの STRビットが 1にセットされると、

CMCNTは CKS1、CKS0ビットにより選択されたクロックでカウントを開始し

ます。 

00：Pφ/8 

01：Pφ/32 

10：Pφ/128 

11：Pφ/512 

【注】 * フラグクリアのための 0書き込みのみ可能です。 
 

11.2.3 コンペアマッチカウンタ（CMCNT） 

CMCNTは 16ビットのレジスタで、アップカウンタとして使用されます。カウンタ入力クロックが CMCSRの

CKS1、CKS0ビットにより選択され、CMSTRの STRビットが 1にセットされると、CMCNTは選択されたクロ

ックによりカウントを開始します。CMCNTの値がコンペアマッチコンスタントレジスタ（CMCOR）の値と一致

すると、CMCNTは H'0000にクリアされ CMCSRの CMFフラグが 1にセットされます。 

CMCNTはパワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。スタンバイモード時にも、H'0000に初期化され

ます。 
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11.2.4 コンペアマッチコンスタントレジスタ（CMCOR） 

CMCORは 16ビットのレジスタで CMCNTとコンペアマッチするまでの期間を設定します。 

CMCORはパワーオンリセット時に H'FFFFに初期化されます。スタンバイモード時にも、H'FFFFに初期化さ

れます。 
 

11.3 動作説明 

11.3.1 期間カウント動作 

内部クロックが CMCSRの CKS1、CKS0ビットにより選択され、CMSTRの STRビットが 1にセットされると、

CMCNTは選択されたクロックによりインクリメントを開始します。CMCNTの値が CMCORの値と一致すると、

CMCNTは H'0000にクリアされ CMCSRの CMFフラグが 1にセットされます。このとき、CMCSRレジスタの

CMIEビットが 1に設定されていると、コンペアマッチ割り込み（CMI）を要求します。CMCNTは H'0000から

カウントアップを再開します。 

図 11.2にコンペアマッチカウンタ動作を示します。 

CMCOR1

H'0000

CMCNT1値

時間

CMCOR1とのコンペアマッチ
によりカウンタクリア

 

図 11.2 カウンタ動作 

 

11.3.2 CMCNTカウントタイミング 

クロック（Pφ）を分周して得られた 4種類のクロック（Pφ／8、Pφ／32、Pφ／128、Pφ／512）のうち 1つ

を CMCSRの CKS1、CKS0ビットにより選択することができます。図 11.3にそのタイミングを示します。 

周辺動作クロック
（Pφ）

N
クロック

N + 1
クロック

カウント用クロック

CMCNT1 N N + 1  

図 11.3 カウントタイミング 
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11.4 割り込み 

11.4.1 割り込み要因 

CMTは各チャネルごとにコンペアマッチ割り込みを持ち、それぞれ独立なベクタアドレスが割り当てられてい

ます。割り込み要求フラグ CMFが 1にセットされ、かつ割り込み許可ビット CMIEが 1にセットされているとき、

該当する割り込み要求が出力されます。割り込み要求により CPU割り込みを起動する場合、チャネル間の優先順

位は割り込みコントローラの設定により変更可能です。詳しくは「第 6章 割り込みコントローラ（INTC）」を

参照してください。 
 

11.4.2 コンペアマッチフラグのセットタイミング 

CMCORとCMCNTが一致するとコンペアマッチ信号が発生し、CMCSRのCMFビットが 1にセットされます。

コンペアマッチ信号は、一致の最終ステート（CMCNTの値が H'0000に更新されるタイミング）で発生します。

つまり、CMCORと CMCNTの一致後、CMCNTのカウンタ用クロックが入力されないとコンペアマッチ信号は発

生しません。図 11.4に CMFビットのセットタイミングを示します。 

周辺動作クロック
（Pφ）

カウンタ用クロック

CMCNT1

CMCOR1

CMF

N

N + 1
クロック

N

0

 

図 11.4 CMFセットタイミング 

 

11.4.3 コンペアマッチフラグのクリアタイミング 

CMCSRの CMFビットは、CMF＝1を読み出した後に 0を書き込むことでクリアされます。 
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11.5 使用上の注意事項 

11.5.1 CMCNTの書き込みとコンペアマッチの競合 

CMCNTカウンタのライトサイクル中の T2ステートでコンペアマッチ信号が発生すると、CMCNTカウンタへ

の書き込みは行われず CMCNTカウンタのクリアが優先されます。このタイミングを図 11.5に示します。 

周辺動作クロック
（Pφ）

アドレス信号

CMCSRライトサイクル

T1 T2

内部ライト信号

カウンタクリア信号

CMCNT N H'0000

CMCNT

 

図 11.5 CMCNTの書き込みとコンペアマッチの競合 
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11.5.2 CMCNTのワード書き込みとカウントアップの競合 

CMCNTカウンタのワードライトサイクル中の T2ステートでカウントアップが発生しても、カウントアップさ

れずにカウンタ書き込みが優先されます。このタイミングを図 11.6に示します。 

周辺動作クロック
（Pφ）

アドレス信号

CMCSRライトサイクル

T1 T2

内部ライト信号

CMCNT
カウントアップ
イネーブル

CMCNT N M

CMCNT

 

図 11.6 CMCNTのワード書き込みとカウントアップの競合 
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11.5.3 CMCNTのバイト書き込みとカウントアップの競合 

CMCNTのバイトライトサイクル中の T2ステートでカウントアップが発生しても、書き込みを行った側のライ

トデータはカウントアップされず、カウンタ書き込みが優先されます。書き込みを行わなかった側のバイトデー

タもカウントアップされず、書き込む前の内容となります。 

CMCNTHライトサイクル中の T2ステートでカウントアップが発生した場合のタイミングを図 11.7に示します。 

周辺動作クロック
（Pφ）

アドレス信号

CMCSRライトサイクル

T1 T2

内部ライト信号

CMCNT
カウントアップ
イネーブル

CMCNTH

CMCNTL

N M

CMCNTH

X X
 

図 11.7 CMCNTのバイト書き込みとカウントアップの競合 

 

11.5.4 カウント停止中の CMCNTと CMCORへの書き込み競合 

CMCNTがカウント動作停止状態で CMCNTと CMCORに同じ値を設定しないでください。このような動作を

すると、CMCSRの CMFビットに 1がセットされ、CMCNTは H'0000にクリアされます。 
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12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーション 
インタフェース（SCIF） 

本 LSIは、3チャネルの FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF：Serial Communication 

Interface with FIFO）を内蔵しています。SCIFは、調歩同期式通信とクロック同期式通信の 2方式でシリアル通信

ができます。 

送受信に FIFOレジスタをおのおの 16段内蔵しており、効率の良い高速連続通信を行うことができます。 

12.1 特長 
• 調歩同期式シリアル通信 

キャラクタ単位で同期をとる調歩同期方式でシリアルデータの通信を行います。Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter（UART）やAsynchronous Communication Interface Adapter（ACIA）など標準の調歩同期式

通信用LSIとのシリアルデータ通信が可能です。シリアルデータ通信フォーマットを8種類のフォーマットか

ら選択できます。 

データ長 ：7ビット、または8ビット 

ストップビット長 ：1ビット、または2ビット 

パリティ ：偶数パリティ、奇数パリティ、またはパリティなし 

受信エラーの検出 ：パリティエラー、フレーミングエラー、オーバランエラーを検出 

ブレークの検出 ：フレーミングエラーが発生し、引き続き1フレーム長以上スペース0（ローレベル）の 

場合、ブレークを検出します。また、フレーミングエラー発生時にRxD端子のレベルを

シリアルポートレジスタから直接読み出すことによってもブレークを 検出できます。 

• クロック同期式シリアル通信 

クロックに同期してシリアルデータ通信を行います。クロック同期式通信機能を持つ他のLSIとのシリアルデ

ータ通信が可能です。シリアルデータ通信フォーマットは1種類です。 

データ長 ：8ビット 

受信エラーの検出 ：オーバランエラーを検出 

• 全二重通信が可能 

独立した送信部と受信部を備えているので、送信と受信を同時に行うことができます。また、送信部および

受信部ともに16段のFIFOバッファ構造になっているので、シリアルデータの連続送信、連続受信ができます。 

• 内蔵ボーレートジェネレータにより任意のビットレートを選択可能 

• 内部または外部送受信クロックソース 

ボーレートジェネレータ（内部クロック）、またはSCK端子（外部クロック）から選択可能 
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• ４種類の割り込み要因 

送信FIFOデータエンプティ、ブレーク、レシーブFIFOデータフル、受信エラー割り込みの4種類の割り込み

要因があり、それぞれ独立に要求することができます。 

• SCIFを使用しないときは、消費電力低減のためSCIFに対してクロックの供給を止めて動作を停止させること

ができます。 

• 調歩同期モードにおいて、モデムコントロール機能（RTS、CTS）を内蔵しています（チャネル0、1のみ）。 

• 送信、およびレシーブFIFOレジスタのデータ数およびレシーブFIFOレジスタの受信データの受信エラー数を

知ることができます。 

• 調歩同期モード受信時、タイムアウトエラー（DR）を検出できます。 
 

SCIFのブロック図を図 12.1に示します。 

： レシーブシフトレジスタ
： レシーブFIFOデータレジスタ
： トランスミットシフトレジスタ
： トランスミットFIFOデータレジスタ
： シリアルモードレジスタ
： シリアルコントロールレジスタ

バ
ス
イ
ン
タ
フ
ェ
｜
ス

内
部
デ
｜
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バ
ス

Pφ

SCFRDR（16段）

モジュールデータバス

SCFTDR（16段）

SCRSR SCTSR

SCSMR

SCLSR

SCFDR

SCFCR

SCFSR

SCSCR

SCSPTR

SCBRR

送受信コントロール

ボーレート
ジェネレータ

クロック

TXI
RXI
ERI
BRI

外部クロック

パリティ発生

パリティチェック

Pφ/4

Pφ/16

Pφ/64

RTS

CTS

SCK

TxD

RxD

 
SCIF  

： シリアルステータスレジスタ
： ビットレートレジスタ
： シリアルポートレジスタ
： FIFOコントロールレジスタ
： FIFOデータ数レジスタ
： ラインステータスレジスタ     

【記号説明】

SCRSR
SCFRDR
SCTSR
SCFTDR
SCSMR
SCSCR

SCFSR
SCBRR
SCSPTR
SCFCR
SCFDR
SCLSR  

図 12.1 SCIFのブロック図 
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12.2 入出力端子 
SCIFの入出力端子を表 12.1に示します。 

 
表 12.1 端子構成 

チャネル 名称 略称 入出力 機   能 

0 シリアルクロック端子 SCK0 入出力 クロック入出力 

 受信データ端子 RxD0 入力 受信データ入力 

 送信データ端子 TxD0 出力 送信データ出力 

 リクエストツーセンド端子 RTS0 出力 リクエストツーセンド 

 クリアツーセンド端子 CTS0 入力 クリアツーセンド 

1 シリアルクロック端子 SCK1 入出力 クロック入出力 

 受信データ端子 RxD1 入力 受信データ入力 

 送信データ端子 TxD1 出力 送信データ出力 

 リクエストツーセンド端子 RTS1 出力 リクエストツーセンド 

 クリアツーセンド端子 CTS1 入力 クリアツーセンド 

2 シリアルクロック端子 SCK2 入出力 クロック入出力 

 受信データ端子 RxD2 入力 受信データ入力 

 送信データ端子 TxD2 出力 送信データ出力 

 

12.3 レジスタの説明 
SCIFのレジスタを以下に示します。これらのレジスタはデータフォーマットとビットレートを指定し、送信部、

受信部をコントロールします。 

• レシーブFIFOデータレジスタ_0（SCFRDR_0） 

• トランスミットFIFOデータレジスタ_0（SCFTDR_0） 

• シリアルモードレジスタ_0（SCSMR_0） 

• シリアルコントロールレジスタ_0（SCSCR_0） 

• シリアルステータスレジスタ_0（SCFSR_0） 

• ビットレートレジスタ_0（SCBRR_0） 

• FIFOコントロールレジスタ_0（SCFCR_0） 

• FIFOデータ数レジスタ_0（SCFDR_0） 

• シリアルポートレジスタ_0（SCSPTR_0） 

• ラインステータスレジスタ_0（SCLSR_0） 

• レシーブFIFOデータレジスタ_1（SCFRDR_1） 

• トランスミットFIFOデータレジスタ_1（SCFTDR_1） 

• シリアルモードレジスタ_1（SCSMR_1） 

• シリアルコントロールレジスタ_1（SCSCR_1） 
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• シリアルステータスレジスタ_1（SCFSR_1） 

• ビットレートレジスタ_1（SCBRR_1） 

• FIFOコントロールレジスタ_1（SCFCR_1） 

• FIFOデータ数レジスタ_1（SCFDR_1） 

• シリアルポートレジスタ_1（SCSPTR_1） 

• ラインステータスレジスタ_1（SCLSR_1） 

• レシーブFIFOデータレジスタ_2（SCFRDR_2） 

• トランスミットFIFOデータレジスタ_2（SCFTDR_2） 

• シリアルモードレジスタ_2（SCSMR_2） 

• シリアルコントロールレジスタ_2（SCSCR_2） 

• シリアルステータスレジスタ_2（SCFSR_2） 

• ビットレートレジスタ_2（SCBRR_2） 

• FIFOコントロールレジスタ_2（SCFCR_2） 

• FIFOデータ数レジスタ_2（SCFDR_2） 

• シリアルポートレジスタ_2（SCSPTR_2） 

• ラインステータスレジスタ_2（SCLSR_2） 
 

12.3.1 レシーブシフトレジスタ（SCRSR） 

SCRSRは、シリアルデータを受信するためのレジスタです。 

SCIFは、SCRSRに RxD端子から入力されたシリアルデータを LSB（ビット 0）から受信した順にセットし、

パラレルデータに変換します。1バイトのデータ受信を終了すると、データは自動的にレシーブ FIFOデータレジ

スタ（SCFRDR）へ転送されます。 

CPUから直接 SCRSRの読み出し／書き込みをすることはできません。 
 

12.3.2 レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR） 

SCFRDRは、受信したシリアルデータを格納する 8ビット 16段の FIFOレジスタです。 

SCIFは、1バイトのシリアルデータの受信が終了すると、レシーブシフトレジスタ（SCRSR）から SCFRDRへ

受信したシリアルデータを転送して格納し、受信動作を完了します。16バイトの格納が終了するまで連続した受

信動作が可能です。CPUは SCFRDRから読み出しはできますが書き込むことはできません。レシーブ FIFOデー

タレジスタに受信データがない状態で読み出すと値は不定になります。このレジスタが受信データでいっぱいに

なると、それ以降に受信したシリアルデータは失われます。 

SCFRDRは、パワーオンリセット時に不定となります。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7～0 － 不定 R シリアル受信データ用 FIFO 
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12.3.3 トランスミットシフトレジスタ（SCTSR） 

SCTSRは、シリアルデータを送信するためのレジスタです。 

SCIFは、トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）から送信データをいったん SCTSRに転送し、LSB

（ビット 0）から順に TxD端子に送り出すことでシリアルデータ送信を行います。１バイトのデータ送信を終了

すると自動的に SCFTDRから SCTSRへ次の送信データを転送し、送信を開始します。 

CPUから、直接 SCTSRの読み出し／書き込みをすることはできません。 
 

12.3.4 トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR） 

SCFTDRは、シリアル送信するデータを格納する 8ビット 16段 FIFOレジスタです。 

SCIFは、トランスミットシフトレジスタ（SCTSR）の空を検出すると、SCFTDRに書き込まれた送信データを

SCTSRに転送してシリアル送信を開始します。SCFTDRの送信データが空になるまで連続シリアル送信ができま

す。SCFTDRは、常に CPUによる書き込みが可能です。 

SCFTDRが送信データでいっぱい（16バイト）になると、次のデータを書き込むことはできません。書き込み

を試みてもデータは無視されます。SCFTDRは、パワーオンリセット時に不定となります。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7～0 － 不定 W シリアル送信データ用 FIFO 

 

12.3.5 シリアルモードレジスタ（SCSMR） 

SCSMRは、SCIFのシリアル通信フォーマットの設定と、ボーレートジェネレータのクロックソースを選択す

るための 16ビットのレジスタです。SCSMRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能です。SCSMRは、

パワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 C/A 0 R/W コミュニケーションモード 

SCIFの動作モードを調歩同期式モードとクロック同期式モードいずれかから選

択します。 

0：調歩同期式モード 

1：クロック同期式モード 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

6 CHR 0 R/W キャラクタレングス 

調歩同期式モードのデータ長を 7ビット／8ビットデータのいずれかから選択し

ます。クロック同期式モードでは、CHRの設定にかかわらず、データ長は８ビッ

トデータ固定です。 

0：8ビットデータ 

1：7ビットデータ* 

【注】* 7ビットデータを選択した場合、トランスミット FIFOデータレジスタ

のMSB（7ビット）は送信されません。 

5 PE 0 R/W パリティイネーブル 

調歩同期式モードでは、送信時にパリティビットの付加を、受信時にパリティビ

ットのチェックを行うかどうかを選択します。クロック同期式モードでは、PE

ビットの設定にかかわらずパリティビットの付加、およびチェックは行いません。 

0：パリティビットの付加、およびチェックを禁止 

1：パリティビットの付加、およびチェックを許可* 

【注】* PEビットに１をセットすると送信時には、O/Eビットで指定した偶数、

または奇数パリティを送信データに付加して送信します。受信時には、

受信したパリティビットが O/Eビットで指定した偶数、または奇数パリ

ティになっているかどうかをチェックします。 

4 O/E 0 R/W パリティモード 

パリティの付加やチェックを偶数パリティ、または奇数パリティのいずれで行う

かを選択します。O/Eビットの設定は、調歩同期式モードで PEビットに 1を設

定しパリティビットの付加やチェックを許可したときのみ有効になります。クロ

ック同期式モードや、調歩同期式モードでパリティの付加やチェックを禁止して

いる場合には、O/Eビットの指定は無効です。 

0：偶数パリティ*1 

1：奇数パリティ*2 

【注】*1 偶数パリティに設定すると送信時には、パリティビットと送信キャラ

クタを合わせて、その中の 1の数の合計が偶数になるようにパリティ

ビットを付加して送信します。受信時には、パリティビットと受信キ

ャラクタを合わせて、その中の 1の数の合計が偶数であるかどうかを

チェックします。 

 *2 奇数パリティに設定すると送信時には、パリティビットと送信キャラ

クタを合わせて、その中の 1の数の合計が奇数になるようにパリティ

ビットを付加して送信します。受信時には、パリティビットと受信キ

ャラクタを合わせて、その中の 1の数の合計が奇数であるかどうかを

チェックします。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

3 STOP 0 R/W ストップビットレングス 

調歩同期式モードでのストップビットの長さを 1ビット／2ビットのいずれかか

ら選択します。STOPビットの設定は調歩同期式モードでのみ有効となります。

クロック同期式モードに設定した場合にはストップビットは付加されませんの

で、このビットの設定は無効です。なお、受信時には STOPビットの設定にかか

わらず、受信したストップビットの 1ビット目のみをチェックします。ストップ

ビットの 2ビット目が 1の場合は、ストップビットとして扱いますが、0の場合

は、次の送信キャラクタのスタートビットとして扱います。 

0：1ストップビット 

 送信時には、送信キャラクタの最後尾に 1ビットの 1（ストップビット）を

付加して送信します。 

1：2ストップビット 

 送信時には、送信キャラクタの最後尾に 2ビットの 1（ストップビット）を

付加して送信します。 

2 － 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

1 

0 

CKS1 

CKS0 

0 

0 

R/W 

R/W 

クロックセレクト 1、0 

内蔵ボーレートジェネレータのクロックソースを選択します。 

クロックソースと、ビットレートレジスタの設定値、およびボーレートの関係に

ついては、「12.3.8 ビットレートレジスタ（SCBRR）」を参照してください。 

00：Pφクロック 

01：Pφ/4クロック 

10：Pφ/16クロック 

11：Pφ/64クロック 

【注】Pφ：周辺クロック 
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12.3.6 シリアルコントロールレジスタ（SCSCR） 

SCSCRは、SCIFの送信／受信動作、割り込み要求の許可／禁止、および送信／受信クロックソースの選択を行

う 16ビットのレジスタです。SCSCRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能です。SCSCRは、パワーオ

ンリセット時に H'0000に初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 Ｒ リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 TIE 0 R/W トランスミットインタラプトイネーブル 

トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）からトランスミットシフトレ

ジスタ（SCTSR）へシリアル送信データが転送され、トランスミット FIFOレジ

スタのデータ数が指定送信トリガ数より少なくなり、シリアルステータスレジス

タ（SCFSR）の TDFEフラグが 1にセットされたときに、送信 FIFOデータエン

プティ割り込み（TXI）要求の発生を許可／禁止します。 

0：送信 FIFOデータエンプティ割り込み（TXI）要求を禁止* 

1：送信 FIFOデータエンプティ割り込み（TXI）要求を許可 

【注】* TXIの解除は、SCFTDRに指定した送信トリガ数より大きな量の送信

 データを書き込み、TDFEフラグの 1を読み出した後 0にクリアする

 か、または TIEを 0にクリアすることで行うことができます。 

6 RIE 0 R/W レシーブインタラプトイネーブル 

SCFSRの RDFフラグまたは DRフラグが 1にセットされたときの受信データフ

ル割り込み（RXI）要求、SCFSRの ERフラグが 1にセットされたときの受信エ

ラー割り込み（ERI）要求、SCFSRの BRKフラグまたは SCLSRの ORERフラ

グが 1にセットされたときのブレーク割り込み（BRI）要求の発生を許可／禁止

します。 

0：受信データフル割り込み（RXI）要求、受信エラー割り込み（ERI）要求、

およびブレーク割り込み（BRI）要求を禁止* 

1：受信データフル割り込み（RXI）要求、受信エラー割り込み（ERI）要求、

およびブレーク割り込み（BRI）要求を許可 

【注】* RXI割り込み要求の解除は、RDFまたはDRフラグの1を読み出した後、

0にクリアするか、RIEビットを 0にクリアすることで行えます。ERI、

BRI割り込み要求の解除は、ER、BRKまたは ORERフラグの 1を読み

出した後、0にクリアするか、RIE、REIEビットを 0にクリアすること

で行えます。 

5 TE 0 R/W トランスミットイネーブル 

シリアル送信動作の開始を許可／禁止します。 

0：送信動作を禁止 

1：送信動作を許可* 

【注】* この状態で、SCFTDRに送信データを書き込むとシリアル送信を開始

 します。なお、TEビットを 1にセットする前に必ず SCSMR、SCFCR

 の設定を行い、送信フォーマットを決定し、送信 FIFOをリセットし

 てください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

4 RE 0 R/W レシーブイネーブル 

シリアル受信動作の開始を許可／禁止します。 

0：受信動作を禁止*1 

1：受信動作を許可*2 

【注】*1 REビットを 0にクリアしても DR、ER、BRK、RDF、FER、PER、

ORERの各ビットは影響を受けず、状態を保持しますので注意してく

ださい。 

 *2 この状態で調歩同期式モードの場合はスタートビットを、クロック同

期式モードの場合は同期クロック入力をそれぞれ検出すると、シリア

ル受信を開始します。なお、REビットを 1にセットする前に必ずシ

リアルモードレジスタ（SCSMR）、FIFOコントロールレジスタ

（SCFCR）の設定を行い、受信フォーマットを決定し、受信 FIFOを

リセットしてください。 

3 REIE 0 R/W レシーブエラーインタラプトイネーブル 

受信エラー割り込み（ERI）要求、ブレーク割り込み（BRI）要求の発生を許可／

禁止します。ただし、REIEビットの設定は RIEビットが 0のときのみ有効です。 

0：受信エラー割り込み（ERI）要求、ブレーク割り込み（BRI）要求を禁止* 

1：受信エラー割り込み（ERI）要求、ブレーク割り込み（BRI）要求を許可 

【注】* ERI、BRI割り込み要求の解除は、ER、BRKまたは ORERフラグの 1

を読み出した後 0にクリアするか、RIE、REIEビットを 0にクリアす

ることで行います。RIEを 0に設定しても、REIEを１に設定すれば、

ERI、BRI割り込み要求は発生します。 

2 － 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 

0 

CKE1 

CKE0 

0 

0 

R/W 

R/W 

クロックイネーブル 1、0 

SCIFのクロックソースの選択、および SCK端子からのクロック出力の許可／禁

止を設定します。CKE1ビットと CKE0ビットの組み合わせによって SCK端子を

シリアルクロック出力端子にするか、またはシリアルクロック入力端子にするか

が決まります。ただし、CKE0ビットの設定は、内部クロック動作（CKE1＝0）

のときのみ有効です。外部クロック動作（CKE1＝1）の場合は CKE0ビットの設

定は無効です。また、クロック同期式モードで使用する場合は、SCSMRで SCIF

の動作モードを決定してから、その後 CKE1、CKE0ビットの設定をしてくださ

い。 

• 調歩同期式モード 

00：内部クロック/SCK端子は入力端子（入力信号は無視）。SCK端子の状態

は SCSPTRの SCKIOビット、SCKDTビットに依存します。 

01：内部クロック/SCK端子はクロック出力 

（ビットレートの 16倍の周波数のクロックを出力） 

10：外部クロック/SCK端子はクロック入力 

（ビットレートの 16倍の周波数のクロックを入力） 

11：設定禁止 

• クロック同期式モード 

00：内部クロック/SCK端子は同期クロック出力 

01：内部クロック/SCK端子は同期クロック出力 

10：外部クロック/SCK端子は同期クロック入力 

11：設定禁止 

 

12.3.7 シリアルステータスレジスタ（SCFSR） 

SCFSRは 16ビットのレジスタです。上位 8ビットはレシーブFIFOデータレジスタのデータの受信エラー数を、

下位 8ビットは SCIFの動作状態を示すステータスフラグを示します。 

SCFSRは常に CPUから読み出し／書き込みが可能です。ただし、ER、TEND、TDFE、BRK、RDF、DRの各ス

テータスフラグへ 1を書き込むことはできません。また、これらを 0にクリアするためには、あらかじめ 1を読

み出しておく必要があります。また、FERフラグ、および PERフラグは読み出し専用であり、書き込むことはで

きません。SCFSRは、パワーオンリセット時に H'0060に初期化されます。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 

14 

13 

12 

PER3 

PER2 

PER1 

PER0 

0 

0 

0 

0 

R 

R 

R 

R 

パリティエラー数 

レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）に格納されている受信データでパ

リティエラーの発生しているデータ数を示します。 

SCFSRの ERビットがセットされた後、ビット 15～12で示される値がパリテ

ィエラー発生データ数を表示します。SCFRDRの 16バイト受信データすべて

がパリティエラーを伴う場合、PER3～PER0は 0を表示します。 

11 

10 

9 

8 

FER3 

FER2 

FER1 

FER0 

0 

0 

0 

0 

R 

R 

R 

R 

フレーミングエラー数 

レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）に格納されている受信データでフ

レーミングエラーの発生しているデータ数を示します。 

SCFSRの ERビットがセットされた後、ビット 11～8で示される値がフレー

ミングエラーの発生しているデータ数を表示します。SCFRDRの 16バイト受

信データすべてがフレーミングエラーを伴う場合、FER3～FER0は 0を表示し

ます。 

7 ER 0 R/(W)* 受信エラー 

フレーミングエラー、またはパリティを含むデータの受信時にパリティエラー

が発生したことを示します。*1 

0：受信中、または正常に受信を完了したことを表示 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• ER＝１の状態を読み出した後、０を書き込んだとき 

1：受信時にフレーミングエラーまたはパリティエラーが発生したことを表示 

［セット条件］ 

• 1回のデータ受信の終わりで受信データの最後のストップビットが１である

かどうかをチェックし、ストップビットが 0であったとき*2 

• 受信時の受信データとパリティビットを合わせた１の数がシリアルモードレ

ジスタ（SCSMR）の O/Eビットで指定した偶数／奇数パリティの設定と一

致しなかったとき 

【注】*1 SCSCRの REビットを 0にクリアしたときには、ERフラグは影響

を受けず以前の状態を保持します。受信エラーが発生しても受信デ

ータは SCFRDRに転送され受信動作は継続します。SCFRDRから

読み出したデータに受信エラーがあるかどうかは、SCFSRの FER、

PERビットで判定できます。 

 *2 2ストップモードのときは第 1ストップビットのみチェックされ、

第 2ストップビットはチェックされません。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

6 TEND 1 R/(W)* トランスミットエンド 

送信キャラクタの最後尾ビットの送信時に SCFTDRに有効なデータがなく、送

信を終了したことを示します。 

0：送信中であることを表示 

［クリア条件］ 

• SCFTDRに送信データを書き込み、TEND＝１の状態を読み出した後 TEND

フラグに 0を書き込んだとき 

1：送信を終了したことを表示 

［セット条件］ 

• パワーオンリセット 

• SCSCRの TEビットが 0のとき 

• 1バイトのシリアル送信キャラクタの最後尾ビットの送信時に SCFTDRに送

信データがないとき 

5 TDFE 1 R/(W)* 送信 FIFOデータエンプティ 

トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）からトランスミットシフト

レジスタ（SCTSR）にデータが転送され、SCFTDRのデータ数が FIFOコント

ロールレジスタ（SCFCR）の TTRG1、TTRG0ビットで指定した送信トリガデ

ータ数より少なくなり、SCFTDRに送信データを書き込むことが可能になった

ことを示します。 

0：SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを

表示 

［クリア条件］ 

• TDFE＝1の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多い送信データ数を

SCFTDRに書き込み、TDFEに 0を書き込んだとき 

1：SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*

を表示 

［セット条件］ 

• パワーオンリセット 

• 送信の結果SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のと

き 

【注】* SCFTDRは 16バイトの FIFOレジスタであるため、TDFE＝1の状態

で書き込むことができるデータの最大数は「16から指定した送信ト

リガ数を引いた数」になります。それ以上のデータを書き込もうとし

てもデータは無視されます。SCFTDRのデータ数は SCFDRの上位 8

ビットに示されます。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

4 BRK 0 R/(W)* ブレーク検出 

受信データにブレーク信号が検出されたことを示します。 

0：ブレーク信号なし 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• BRK＝１の状態を読み出した後、0を書き込んだとき 

1：ブレーク信号を受信* 

［セット条件］ 

• フレーミングエラーを含むデータを受信し、引き続き１フレーム長以上スペ

ース 0（ローレベル）の場合 

【注】* ブレークが検出されると、検出後 SCFRDRへの受信データ（H'00）

の転送は停止します。ブレークが終了し、受信信号がマーク 1になる

と受信データの転送が再開します。 

3 FER 0 R フレーミングエラー表示 

調歩同期式モードで、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）から読み出

したデータにフレーミングエラーがあったかどうかを表示します。 

0：次に SCFRDRから読み出す受信データにフレーミングエラーが発生しな

かったことを表示 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• 次の SCFRDR読み出しデータにフレーミングエラーなし 

1：次に SCFRDRから読み出す受信データにフレーミングエラーが発生した

ことを表示 

［セット条件］ 

• 次の SCFRDR読み出しデータにフレーミングエラーあり 

2 PER 0 R パリティエラー 

調歩同期式モードで、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）から読み出

したデータにパリティエラーがあったかどうかを表示します。 

0：次に SCFRDRから読み出す受信データにパリティエラーが発生しなかっ

たことを表示 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• 次の SCFRDR読み出しデータにパリティエラーなし 

1：次に SCFRDRから読み出す受信データにパリティエラーが発生したこと

を表示 

［セット条件］ 

• 次の SCFRDR読み出しデータにパリティエラーあり 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 RDF 0 R/(W)* レシーブ FIFOデータフル 

受信データがレシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）に転送され、SCFRDR

の受信データ数が、FIFOコントロールレジスタ（SCFCR）の RTRG1、RTRG0

ビットで指定した受信トリガ数より多くなったことを示します。 

0：SCFRDRの書き込まれた送信データ数が指定受信トリガ数より少ないこ

とを表示 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• RDF＝1を読み出した後、SCFRDRの受信データ数が指定受信トリガ数より

少なくなるまで SCFRDRを読み出し、RDFに０を書き込んだとき 

1：SCFRDRの受信データ数が指定受信トリガ数以上であることを表示 

［セット条件］ 

• 指定受信トリガ数以上の受信データ数が SCFRDRに格納されたとき* 

【注】* SCFRDRは 16バイトの FIFOレジスタであるため、RDFが 1のと

き読み出すことができるデータの最大数は指定受信トリガ数となり

ます。SCFRDRのすべてのデータを読み出した後、さらに読み出し

を続けると不定になります。SCFRDRの受信データ数は SCFDRの

下位 8ビットに示されます。 

0 DR 0 R/(W)* レシーブデータレディ 

調歩同期式モードで、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）に指定受信

トリガ数より少ないデータを格納し、最後のストップビットから 15ETUの時間

経過後も次のデータが受信されないことを示します。クロック同期式モードに

設定した場合はセットされません。 

0：受信中であるか、正常に受信完了後 SCFRDRに受信データが残っていな

いことを表示 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• DR＝1の状態を読み出した後、SCFRDR内の受信データをすべて読み出し、

0を書き込んだとき 

1：次の受信データが受信されていないことを表示 

［セット条件］ 

• 指定受信トリガ数未満のデータを SCFRDRが格納し、最後のストップビット

から 15ETUの時間経過*後も次のデータが受信されないとき 

【注】* 8ビット、1ストップビットのフォーマットの 1.5フレーム分に相当

します。ETU（Element Time Unit：要素時間単位） 

【注】 * フラグをクリアするための 0ライトのみ可能です。 
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12.3.8 ビットレートレジスタ（SCBRR） 

SCBRRは、シリアルモードレジスタ（SCSMR）の CKS1、CKS0ビットで選択されるボーレートジェネレータ

の動作クロックと合わせて、シリアル送信／受信のビットレートを設定する 8ビットのレジスタです。 

SCBRRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能です。SCBRRは、パワーオンリセット時に H'FFに初

期化されます。なお、チャネルごとにボーレートジェネレータのコントロールが独立していますので、3つのチャ

ネルにはそれぞれ異なる値を設定することができます。 

SCBRRの設定値は以下の計算式で求められます。 

• 調歩同期式モード 

N =
64 × 2       × B2n-1

Pφ
× 106 －1

 
 

• クロック同期式モード 

N =
8 × 2        × B2n-1

Pφ
× 106 －1

 
 

B ：ビットレート（bit/s） 

N ：ボーレートジェネレータの SCBRRの設定値（0≦N≦255） 

 （電気的特性を満足する設定値としてください） 

Pφ ：周辺モジュール用動作周波数（MHz） 

n ：ボーレートジェネレータ入力クロック（n＝0、1、2、3） 

 （nとクロックの関係は、表 12.2を参照してください） 
 

表 12.2 SCSMRの設定 

n クロック SCSMRの設定値 

  CKS1 CKS0 

0 Pφ 0 0 

1 Pφ/4 0 1 

2 Pφ/16 1 0 

3 Pφ/64 1 1 

 
調歩同期式モードのビットレート誤差は、以下の計算式で求められます。 
 

誤差（％）＝
（N+1）× B × 64 × 2 

-1    × 100
2n-1

Pφ×106

｛　　　　　　　　　　　　　　　｝�

 
 
表 12.3に調歩同期式モードの SCBRRの設定例を、表 12.4にクロック同期式モードの SCBRRの設定例を示し

ます。表 12.5にボーレートジェネレータを使用する場合の調歩同期式モードの各周波数における最大ビットレー

トを示します。また、表 12.6と表 12.7に外部クロック入力時の最大ビットレートを示します。 
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表 12.3 ビットレートに対する SCBRRの設定例〔調歩同期式モード〕（1） 

Pφ（MHz） 

5 6 6.144 7.37288 8 

ビットレート 

（bit/s） 

n N 誤差

（％）

n N 誤差

（％）

n N 誤差

（％）

n N 誤差 

（％） 

n N 誤差 

（％） 

110 2 88 -0.25 2 106 -0.44 2 108 0.08 2 130 -0.07 2 141 0.03 

150 2 64 0.16 2 77 0.16 2 79 0.00 2 95 0.00 2 103 0.16 

300 1 129 0.16 1 155 0.16 1 159 0.00 1 191 0.00 1 207 0.16 

600 1 64 0.16 1 77 0.16 1 79 0.00 1 95 0.00 1 103 0.16 

1200 0 129 0.16 0 155 0.16 0 159 0.00 0 191 0.00 0 207 0.16 

2400 0 64 0.16 0 77 0.16 0 79 0.00 0 95 0.00 0 103 0.16 

4800 0 32 -1.36 0 38 0.16 0 39 0.00 0 47 0.00 0 51 0.16 

9600 0 15 1.73 0 19 -2.34 0 19 0.00 0 23 0.00 0 25 0.16 

19200 0 7 1.73 0 9 -2.34 0 9 0.00 0 11 0.00 0 12 0.16 

31250 0 4 0.00 0 5 0.00 0 5 2.40 0 6 5.33 0 7 0.00 

38400 0 3 1.73 0 4 -2.34 0 4 0.00 0 5 0.00 0 6 -6.99 

 
Pφ（MHz） 

9.8304 10 12 12.288 

ビットレート 

（bit/s） 

n N 誤差 

（％）

n N 誤差

（％）

n N 誤差

（％）

n N 誤差 

（％） 

110 2 174 -0.26 2 177 -0.25 2 212 0.03 2 217 0.08 

150 2 127 0.00 2 129 0.16 2 155 0.16 2 159 0.00 

300 1 255 0.00 2 64 0.16 2 77 0.16 2 79 0.00 

600 1 127 0.00 1 129 0.16 1 155 0.16 1 159 0.00 

1200 0 255 0.00 1 64 0.16 1 77 0.16 1 79 0.00 

2400 0 127 0.00 0 129 0.16 0 155 0.16 0 159 0.00 

4800 0 63 0.00 0 64 0.16 0 77 0.16 0 79 0.00 

9600 0 31 0.00 0 32 -1.36 0 38 0.16 0 39 0.00 

19200 0 15 0.00 0 15 1.73 0 19 0.16 0 19 0.00 

31250 0 9 -1.70 0 9 0.00 0 11 0.00 0 11 2.40 

38400 0 7 0.00 0 7 1.73 0 9 -2.34 0 9 0.00 
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表 12.3 ビットレートに対する SCBRRの設定例〔調歩同期式モード〕（2） 

Pφ（MHz） 

14.7456 16 19.6608 20 

ビットレート 

（bit/s） 

n N 誤差 

（％） 

n N 誤差

（％）

n N 誤差

（％）

n N 誤差 

（％） 

110 3 64 0.70 3 70 0.03 3 86 0.31 3 88 -0.25 

150 2 191 0.00 2 207 0.16 2 255 0.00 3 64 0.16 

300 2 95 0.00 2 103 0.16 2 127 0.00 2 129 0.16 

600 1 191 0.00 1 207 0.16 1 255 0.00 2 64 0.16 

1200 1 95 0.00 1 103 0.16 1 127 0.00 1 129 0.16 

2400 0 191 0.00 0 207 0.16 0 255 0.00 1 64 0.16 

4800 0 95 0.00 0 103 0.16 0 127 0.00 0 129 0.16 

9600 0 47 0.00 0 51 0.16 0 63 0.00 0 64 0.16 

19200 0 23 0.00 0 25 0.16 0 31 0.00 0 32 -1.36 

31250 0 14 -1.70 0 15 0.00 0 19 -1.70 0 19 0.00 

38400 0 11 0.00 0 12 0.16 0 15 0.00 0 15 1.73 

 
 

Pφ（MHz） 

24 24.576 28.7 30 33 

ビットレート 

（bit/s） 

n N 誤差

（％）

n N 誤差 

（％）

n N 誤差 

（％）

n N 誤差 

（％） 

n N 誤差 

（％） 

110 3 106 -0.44 3 108 0.08 3 126 0.31 3 132 0.13 3 145 0.33 

150 3 77 0.16 3 79 0.00 3 92 0.46 3 97 -0.35 3 106 0.39 

300 2 155 0.16 2 159 0.00 2 186 -0.08 2 194 0.16 2 214 -0.07 

600 2 77 0.16 2 79 0.00 2 92 0.46 2 97 -0.35 2 106 0.39 

1200 1 155 0.16 1 159 0.00 1 186 -0.08 1 194 0.16 1 214 -0.07 

2400 1 77 0.16 1 79 0.00 1 92 0.46 1 97 -0.35 1 106 0.39 

4800 0 155 0.16 0 159 0.00 0 186 -0.08 0 194 -1.36 0 214 -0.07 

9600 0 77 0.16 0 79 0.00 0 92 0.46 0 97 -0.35 0 106 0.39 

19200 0 38 0.16 0 39 0.00 0 46 -0.61 0 48 -0.35 0 53 -0.54 

31250 0 23 0.00 0 24 -1.70 0 28 -1.03 0 29 0.00 0 32 0.00 

38400 0 19 -2.34 0 19 0.00 0 22 1.55 0 23 1.73 0 26 -0.54 
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表 12.4 ビットレートに対する SCBRRの設定例〔クロック同期式モード〕 

Pφ（MHz） 

5 8 16 28.7 30 33 

ビットレ－ト 

（bit/s） 

n N n N n N n N n N n N 

110 － － － － － － － － － － － － 

250 3 77 3 124 3 249 － － － － － － 

500 3 38 2 249 3 124 3 223 3 233 3 255 

1k 2 77 2 124 2 249 3 111 3 116 3 125 

2.5k 1 124 1 199 2 99 2 178 2 187 2 200 

5k 0 249 1 99 1 199 2 89 2 93 2 100 

10k 0 124 0 199 1 99 1 178 1 187 1 200 

25k 0 49 0 79 0 159 1 71 1 74 1 80 

50k 0 24 0 39 0 79 0 143 0 149 0 160 

100k － － 0 19 0 39 0 71 0 74 0 80 

250k 0 4 0 7 0 15 － － 0 29 0 31 

500k － － 0 3 0 7 － － 0 14 0 15 

1M － － 0 1 0 3 － － － － 0 7 

2M   0 0* 0 1 － － － － － － 

【注】 誤差は、なるべく 1％以内になるように設定してください。 

【記号説明】 

空欄 ：設定できません。 

－ ：設定可能ですが誤差がでます。 

* ：連続送信／受信はできません。 
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表 12.5 ボーレートジェネレータを使用する場合の各周波数における最大ビットレート（調歩同期式モード） 

Pφ（MHz） 最大ビットレート（bit/s） 設定値 

  n N 

5 156250 0 0 

8 250000 0 0 

9.8304 307200 0 0 

12 375000 0 0 

14.7456 460800 0 0 

16 500000 0 0 

19.6608 614400 0 0 

20 625000 0 0 

24 750000 0 0 

24.576 768000 0 0 

28.7 896875 0 0 

30 937500 0 0 

33 1031250 0 0 

 
表 12.6 外部クロック入力時の最大ビットレート（調歩同期式モード） 

Pφ（MHz） 外部入力クロック（MHz） 最大ビットレート（bit/s） 

5 1.2500 78125 

8 2.0000 125000 

9.8304 2.4576 153600 

12 3.0000 187500 

14.7456 3.6864 230400 

16 4.0000 250000 

19.6608 4.9152 307200 

20 5.0000 312500 

24 6.0000 375000 

24.576 6.1440 384000 

28.7 7.1750 448436 

30 7.5000 468750 

33 8.25 515625 

 



12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  12-20 
RJJ09B0262-0400  

表 12.7 外部クロック入力時の最大ビットレート（クロック同期式モード） 

Pφ（MHz） 外部入力クロック（MHz） 最大ビットレート（bit/s） 

5 0.8333 833333.3 

8 1.3333 1333333.3 

16 2.6667 2666666.7 

24 4.0000 4000000.0 

28.7 4.7833 4783333.3 

30 5.0000 5000000.0 

33 5.5 5500000.0 

 

12.3.9 FIFOコントロールレジスタ（SCFCR） 

SCFCRは、トランスミット FIFOデータレジスタおよびレシーブ FIFOデータレジスタのデータ数のリセット、

トリガデータ数の設定を行う 16ビットのレジスタです。またループバックテストの許可ビットを含んでいます。 

SCFCRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能です。SCFCRは、パワーオンリセット時に H'0000に初

期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～11 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

10 

9 

8 

RSTRG2 

RSTRG1 

RSTRG0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

RTS出力アクティブトリガ 2、1、0 

レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）内に格納された受信データ数が以

下に示すトリガ設定数以上になったとき、RTS信号はハイレベルになります。 

本ビットは SCFCR_0、SCFCR_1にのみ存在します。SCFCR_2では初期値 0、

0のみライト可能なリザーブビットとなります。 

000：15 

001：1 

010：4 

011：6 

100：8 

101：10 

110：12 

111：14 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

7 

6 

RTRG1 

RTRG0 

0 

0 

R/W 

R/W 

レシーブ FIFOデータ数トリガ 1、0 

シリアルステータスレジスタ（SCFSR）の RDFフラグをセットする基準とな

る受信データ数（指定受信トリガ数）を設定します。 

レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）内に格納された受信データ数が以

下に示す設定トリガ数以上になったとき RDFフラグをセットします。 

 ・調歩同期式モード ・クロック同期式モード 

 00：1 00：1 

 01：4 01：2 

 10：8 10：8 

 11：14 11：14 

5 

4 

TTRG1 

TTRG0 

0 

0 

R/W 

R/W 

トランスミット FIFOデータ数トリガ 1、0 

シリアルステータスレジスタ（SCFSR）の TDFEフラグをセットする基準とな

る送信データ数（指定送信トリガ数）を設定します。 

トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）に格納された送信データ数

が以下に示す設定トリガ数以下になったとき TDFEフラグをセットします。 

00：8（8）* 

01：4（12）* 

10：2（14）* 

11：0（16）* 

【注】* （ ）内の値は TDFEフラグがセットされるときの SCFTDRレジス

タの空きバイト数を示します。 

3 MCE 0 R/W モデムコントロールイネーブル 

モデムコントロール信号 CTS、RTSを許可/禁止します。 

クロック同期モードではMCEを常に 0にしてください。 

本ビットは SCFCR_0、SCFCR_1にのみ存在します。SCFCR_2では初期値 0、

0のみライト可能なリザーブビットとなります。 

0：モデム信号を禁止* 

1：モデム信号を許可 

【注】* 入力値に関係なく CTSはアクティブ 0に固定され、RTSも 0に固定

されます。 

2 TFRST 0 R/W トランスミット FIFOデータレジスタリセット 

トランスミット FIFOデータレジスタ内の送信データを無効とし、データが空

の状態にリセットします。 

0：リセット動作を禁止* 

1：リセット動作を許可 

【注】* パワーオンリセット時にはリセット動作が行われます。 

 



12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  12-22 
RJJ09B0262-0400  

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 RFRST 0 R/W レシーブ FIFOデータレジスタリセット 

レシーブ FIFOデータレジスタの受信データを無効とし、データが空の状態に

リセットします。 

0：リセット動作を禁止* 

1：リセット動作を許可 

【注】* パワーオンリセット時にはリセット動作が行われます。 

0 LOOP 0 R/W ループバックテスト（LOOP） 

送信出力端子（TxD）と受信入力端子（RxD）、RTS端子と CTS端子を内部で

接続し、ループバックテストを可能にします。 

0：ループバックテストを禁止 

1：ループバックテストを許可 

 

12.3.10 FIFOデータ数レジスタ（SCFDR） 

SCFDRは、トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）およびレシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）

に格納されているデータ数を示す 16ビットのレジスタです。 

上位 8ビットで SCFTDRの送信データ数を、下位 8ビットで SCFRDRの受信データ数を示します。SCFDRは、

常に CPUからの読み出しが可能です。SCFDRは、パワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～13 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

12 

11 

10 

9 

8 

T4 

T3 

T2 

T1 

T0 

0 

0 

0 

0 

0 

R 

R 

R 

R 

R 

SCFTDRに格納された未送信データ数を示します。 

H'00は送信データがないことを、H'10 は送信データのすべてが SCFTDRに格

納されていることを示します。 

7～5 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

4 

3 

2 

1 

0 

R4 

R3 

R2 

R1 

R0 

0 

0 

0 

0 

0 

R 

R 

R 

R 

R 

SCFRDRに格納された受信データ数を示します。 

H'00は受信データがないことを、H'10は受信データのすべてが SCFRDR格納

されていることを示します。 
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12.3.11 シリアルポートレジスタ（SCSPTR） 

SCSPTRは、SCIFの端子にマルチプレクスされたポートの入出力およびデータを制御する 16ビットのレジスタ

です。ビット 7、6で RTS端子を制御できます。ビット 5、4で CTS端子を制御できます。ビット 3、2で SCK端

子を制御できます。ビット 1、0によって RxD端子から入力データを読み出し、TxD端子へ出力データを書き込

むことができ、シリアル送受信のブレークを制御します。 

次の各ビットの説明とあわせて、「12.6 シリアルポートレジスタ（SCSPTR）と SCIF端子との関係」も参照

してください。 

SCSPTRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能です。SCSPTRは、パワーオンリセット時にビット 6、

4、2、0を除いて初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 RTSIO 0 R/W RTSポート入出力指定 

RTSDTビット、SCFCRのMCEビットとあわせて、RTS端子を制御します。 

SCIFチャネル 2は、フロー制御に対応しておりませんので、SCSPTR_2の本

ビットはリザーブ扱いとなります。 

6 RTSDT 読み出し値

は不定 

設定値は 0

R/W RTSポートデータ 

RTSIOビット、SCFCRのMCEビットとあわせて、RTS端子を制御します。 

ただし、PFC（ピンファンクションコントローラ）で RTS端子機能を選択して

おく必要があります。 

SCFCRの
MCE
ビット
設定値

0

0

0

1

0

1

1

＊

＊

0

1

＊

入力（初期状態）

ローレベル出力

ハイレベル出力

モデムコントロール論理に従ってシーケンス出力

【注】＊　Don't care

RTSIO
ビット
設定値

RTSDT
ビット
設定値

RTS端子状態

 

なお本ビットからの読み出し値は、RTSDT設定値ではなく、RTS端子のレベル

です。 

SCIFチャネル 2は、フロー制御に対応しておりませんので、SCSPTR_2の本

ビットはリザーブ扱いとなります。 

5 CTSIO 0 R/W CTSポート入出力指定 

CTSDTビット、SCFCRのMCEビットとあわせて、CTS端子を制御します。 

SCIFチャネル 2は、フロー制御に対応しておりませんので、SCSPTR_2の本

ビットはリザーブ扱いとなります。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

4 CTSDT 読み出し値

は不定 

設定値は 0

R/W CTSポートデータ 

CTSIOビット、SCFCRのMCEビットとあわせて、CTS端子を制御します。 

ただし、PFC（ピンファンクションコントローラ）で CTS端子機能を選択して

おく必要があります。 

SCFCRの
MCE
ビット
設定値

0

0

0

1

0

1

1

＊

＊

0

1

＊

入力（初期状態）

ローレベル出力

ハイレベル出力

モデムコントロール論理への入力

【注】＊　Don't care

CTSIO
ビット
設定値

CTSDT
ビット
設定値

CTS端子状態

 

なお本ビットからの読み出し値は、CTSDT設定値ではなく、CTS端子のレベル

です。 

SCIFチャネル 2は、フロー制御に対応しておりませんので、SCSPTR_2の本

ビットはリザーブ扱いとなります。 

3 SCKIO 0 R/W SCKポート入出力指定 

SCKDTビット、SCSMRの C/Aビット、SCSCRの CKE1、CKE0ビットとあ

わせて、SCK端子を制御します。 

2 SCKDT 読み出し値

は不定 

設定値は 0

R/W SCKポートデータ 

SCKIOビット、SCSMRの C/Aビット、SCSCRの CKE1、CKE0ビットとあわ

せて、SCK端子を制御します。 

ただし、PFC（ピンファンクションコントローラ）で SCK端子機能を選択して

おく必要があります。 

SCSMRの
C/A
ビット
設定値

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

00

00

00

01

10

11

00

01

10

11

0

1

1

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

0

1

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

入力（初期状態）

ローレベル出力

ハイレベル出力

シリアルコア論理に従って内部クロック出力

シリアルコア論理へ外部クロック入力

設定禁止

シリアルコア論理に従って内部クロック出力

シリアルコア論理に従って内部クロック出力

シリアルコア論理へ外部クロック入力

設定禁止

【注】＊　Don't care

SCSCRの
CKE1、
CKE0
ビット
設定値

SCKIO
ビット
設定値

SCKDT
ビット
設定値 SCK端子状態

 

なお本ビットからの読み出し値は、SCKDT設定値ではなく、SCK端子のレベル

です。 

1 SPBIO 0 R/W シリアルポートブレーク入出力指定 

SPBDTビット、SCSCRの TEビットとあわせて、TxD端子を制御します。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

0 SPBDT 読み出し値

は不定 

設定値は 0

R/W シリアルポートブレークデータ 

SPBIOビット、SCSCRの TEビットとあわせて、TxD端子を制御します。 

また、RxD端子のレベルをモニタできます。 

ただし、PFC（ピンファンクションコントローラ）で TxD端子、RxD端子機能

を選択しておく必要があります。 

SCSCRの
TEビット
設定値

0

0

0

1

0

1

1

＊

＊

0

1

＊

入力（初期状態）

ローレベル出力

ハイレベル出力

シリアルコア論理に従って送信データ出力

【注】＊　Don't care

SPBIO
ビット
設定値

SPBDT
ビット
設定値

TxD端子状態

 

なお本ビットからの読み出しは、SPBDT設定値ではなく、RxD端子のレベルで

す。 

 

12.3.12 ラインステータスレジスタ（SCLSR） 

SCLSRは、常に CPUによる読み出し／書き込みが可能な 16ビットのレジスタです。ただし、ORERのステー

タスフラグへ 1を書き込むことはできません。0にクリアするためには、あらかじめ 1を読み出しておく必要があ

ります。 

SCLSRは、パワーオンリセット時に H'0000に初期化されます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～1 － すべて 0 R リザーブビット 

リードすると常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

0 ORER 0 R/(W)* オーバランエラー 

受信時にオーバランエラーが発生して異常終了したことを示します。 

0：受信中、または正常に受信完了したことを表示*1 

［クリア条件］ 

• パワーオンリセット 

• ORER＝1の状態を読み出した後、0を書き込んだとき 

1：受信時にオーバランエラーが発生したことを表示*2 

［セット条件］ 

• 受信 FIFOフルの状態で次のシリアル受信を完了したとき 

【注】*1 シリアルコントロールレジスタ（SCSCR）の REビットを 0にクリ

アしたときには、ORERフラグは影響を受けず以前の状態を保持し

ます。 

 *2 レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）ではオーバランエラーが

発生する前の受信データを保持し、後から受信したデータが失われ

ます。さらに、ORER＝1にセットされた状態で、以降のシリアル受

信を続けることはできません。 

【注】 * フラグをクリアするための 0ライトのみ可能です。 



12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  12-26 
RJJ09B0262-0400  

12.4 動作説明 

12.4.1 概要 

SCIFは、キャラクタ単位で同期をとりながら通信する調歩同期式モードと、クロックパルスにより同期をとり

ながら通信するクロック同期式モードの 2方式でシリアル通信ができます。 

送信／受信のおのおのに 16段の FIFOバッファを内蔵しており、CPUのオーバヘッドを減らし、高速連続通信

が可能です。また、モデムコントロール信号として RTS、CTS信号を用意しています（チャネル 0のみ）。 

送受信フォーマットの選択は、シリアルモードレジスタ（SCSMR）で行います。これを表 12.8に示します。ま

た、SCIFのクロックソースは、シリアルコントロールレジスタ（SCSCR）の CKE1、CKE0ビットの組み合わせ

で決まります。これを表 12.9に示します。 

• 調歩同期式モード 

• データ長：7ビット／8ビットから選択可能 

パリティの付加および1ビット／2ビットのストップビットの付加を選択可能 

（これらの組み合わせにより送信／受信フォーマット、およびキャラクタ長を決定） 

• 受信時にフレーミングエラー、パリティエラー、レシーブFIFOデータフル、オーバランエラー、レシー 

ブデータレディ、およびブレークの検出が可能 

• 送受信FIFOレジスタおのおのの格納データ数を表示 

• SCIFのクロックソース：内部クロック／外部クロックから選択可能 

内部クロックを選択した場合：SCIFはボーレートジェネレータのクロックで動作 

外部クロックを選択した場合：ビットレートの16倍の周波数のクロックを入力することが必要 

（内蔵ボーレートジェネレータを使用しない） 

• クロック同期式モード 

• 送信／受信フォーマット：8ビットデータ固定 

• 受信時にオーバランエラーの検出が可能 

• SCIFのクロックソース：内部クロック／外部クロックから選択可能 

内部クロックを選択した場合：SCIFはボーレートジェネレータのクロックで動作し、同期クロックを外部へ

出力 

外部クロックを選択した場合：内部ボーレートジェネレータを使用せず、入力された同期クロックで動作 
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表 12.8 SCSMRの設定値と SCIF送信／受信フォーマット 

SCSMRの設定値 SCIF送信／受信フォーマット 

ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 3 

C/A CHR PE STOP 

モード 

データ長 パリティ 

ビット 

ストップ 

ビット長 

0 1ビット 0 

1 

なし 

2ビット 

0 1ビット 

0 

1 

1 

8ビット 

あり 

2ビット 

0 1ビット 0 

1 

なし 

2ビット 

0 1ビット 

0 

1 

1 

1 

調歩同期式モード 

7ビット 

あり 

2ビット 

1 * * * クロック同期式モード 8ビット なし なし 

 
表 12.9 SCSMR、SCSCRの設定と SCIFのクロックソースの選択 

SCSMR SCSCRの設定値 

ビット 7 ビット 1 ビット 0

C/A CKE1 CKE0 

モード クロック

ソース 

SCK端子の機能 

0 0 0 調歩同期式モード 内部 SCIFは SCK端子を使用しません。SCK端子の

状態は、SCSPTRの SCKIOビット、SCKDTビ

ットに依存します。 

  1   ビットレートの 16倍の周波数のクロックを出力 

 1 0  外部 ビットレートの 16倍の周波数のクロックを入力 

  1  － 設定禁止 

1 0 * クロック同期式モード 内部 同期クロックを出力 

 1 0  外部 同期クロックを入力 

  1  － 設定禁止 

【注】*：Don’t care 
 



12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  12-28 
RJJ09B0262-0400  

12.4.2 調歩同期式モード時の動作 

調歩同期式モードは、通信開始を意味するスタートビットと通信終了を意味するストップビットとをデータに

付加したキャラクタを送信／受信し、１キャラクタ単位で同期をとりながらシリアル通信を行うモードです。 

SCIF内部では、送信部と受信部は独立していますので、全二重通信を行うことができます。また、送信部と受

信部がともに 16段の FIFOバッファ構造になっていて、送信／受信中にデータの読み出し／書き込みができるの

で、連続送信／受信が可能です。調歩同期式シリアル通信の一般的なフォーマットを図 12.2に示します。 

調歩同期式シリアル通信では、通信回線は通常、マーク状態（ハイレベル）に保たれています。SCIFは通信回

線を監視し、スペース（ローレベル）になったところをスタートビットとみなしてシリアル通信を開始します。 

シリアル通信の１キャラクタは、スタートビット（ローレベル）から始まり、データ（LSBファースト：最下

位ビットから）、パリティビット（ハイ／ローレベル）、最後にストップビット（ハイレベル）の順で構成され

ています。 

調歩同期式モードでは、SCIFは受信時にスタートビットの立ち下がりエッジで同期化を行います。また、SCIF

はデータを 1ビット期間の 16倍の周波数のクロックの 8番目でサンプリングしますので、各ビットの中央で通信

データが取り込まれます。 

0

1

D0 D1 D3 D4 D5 D6D2 0/1 1 1

1

D7

1ビット

スタート
ビット

シリアル
データ

パリティ
ビット

ストップビット

アイドル状態(マーク状態)

1ビット
または
なし

1ビット
または
2ビット

7ビットまたは8ビット

送信／受信データ

通信データの1単位（キャラクタまたはフレーム）

（LSB） （MSB）

 

図 12.2 調歩同期式通信のデータフォーマット 
（8ビットデータ／パリティあり／2ストップビットの例） 
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（1） 送信／受信フォーマット 

設定可能な送信／受信フォーマットを、表12.10に示します。 

送信／受信フォーマットは8種類あり、シリアルモードレジスタ（SCSMR）の設定により選択できます。 
 

表 12.10 シリアル送信／受信フォーマット（調歩同期式モード） 

SCSMRの設定

CHR PE STOP

0 0

0

0

0

0

0 START 8ビットデータ STOP

1 0

1

11

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

シリアル送信／受信フォーマットとフレーム長

START 8ビットデータ STOP STOP

START 8ビットデータ P STOP

START 8ビットデータ P STOP STOP

START 7ビットデータ STOP

START 7ビットデータ STOP STOP

START 7ビットデータ P STOP

START 7ビットデータ P STOP STOP
 

【記号説明】 

 START ：スタートビット 

 STOP ：ストップビット 

 P ：パリティビット 
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（2） クロック 

SCIFの送受信クロックは、SCSMRの C/Aビットおよびシリアルコントロールレジスタ（SCSCR）の CKE1、

CKE0ビットの設定により、内蔵ボーレートジェネレータの生成した内部クロックまたは、SCK端子から入力さ

れた外部クロックの 2種類から選択できます。SCIFのクロックソースの選択については表 12.9を参照してくださ

い。 

外部クロックを SCK端子に入力する場合には、使用するビットレートの 16倍の周波数のクロックを入力して

ください。 

内部クロックで動作させるとき、SCK端子からクロックを出力することができます。このとき出力されるクロ

ックの周波数はビットレートの 16倍です。 
 

（3） データの送信／受信動作 

• SCIF初期化（調歩同期式） 

データの送信／受信前には、まずシリアルコントロールレジスタ（SCSCR）の TEビット、および REビットを

0にクリアした後、以下の順で SCIFを初期化してください。 

動作モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合には必ず、TEビットおよび REビットを 0にクリアし

てから次の手順で変更を行ってください。TEビットを 0にクリアすると、トランスミットシフトレジスタ（SCTSR）

が初期化されます。TE、REビットを 0にクリアしても、シリアルステータスレジスタ（SCFSR）、トランスミッ

ト FIFOデータレジスタ（SCFTDR）および、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）は初期化されず内容は

保持されますので注意してください。TEビットの 0クリアは、送信データをすべて送信し SCFSRの TENDフラ

グがセットされた後に行ってください。TEビットは送信中でも 0クリア可能ですが、送信データは 0クリアした

後、マーク状態になります。また再度 TEビットを 1にセットして送信開始する前に SCFCRの TFRSTビットを 1

にセットして SCFTDRをリセットしてください。 

外部クロックを使用している場合には、動作が不確実になりますので初期化を含めた動作中にクロックを止め

ないでください。図 12.3に SCIFの初期化フローチャートの例を示します。 
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SCSCRのTE、REビットを0にクリア

初期化

シリアルコントロールレジスタ（SCSCR）に
クロック選択を設定してください。なお、TIE、
RIE、TE、REビットは必ず0を設定してください。

シリアルモードレジスタ（SCSMR）に送信／
受信フォーマットを設定します。

ビットレートレジスタ（SCBRR）にビットレート
に対応する値を書き込みます。ただし、外部クロッ
クを使用する場合には必要ありません。

少なくとも1ビット期間待ってから、シリアルコン
トロールレジスタ（SCSCR）のTEビットまたは
REビットを1にセットします。また、TIE、RIE、
REIEビットを設定してください。TEビットを設定
することによりTxD、RxD端子が使用可能になり
ます。
送信時にはマーク状態となり、受信時には
スタートビット待ちのアイドル状態になります。

（2）

（1）

（3）

（4）

（2）

（1）

（3）

（4）

SCFCRのTFRST、RFRSTビットを1にセット

SCSCRのCKE1、CKE0ビットを設定
（TIE、RIE、TE、REビットは0）

SCSMRに送信／受信フォーマットを設定

SCFSRのER、DR、BRK、SCLSRの
各フラグを読み出した後0書き込みでクリア

SCBRRに値を設定

1ビット期間経過
No

Yes

Wait

SCFCRのRTRG1,0、TTRG1,0、MCEビットを
設定しTFRST、RFRSTビットを

0にクリア

SCSCRのTE、REビットを1にセット、
およびTIE、RIE、REIEビットを設定

終了  

図 12.3 SCIF初期化フローチャートの例 
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• シリアルデータ送信（調歩同期式） 

図12.4にシリアル送信のフローチャートの例を示します。 

SCIFの送信を可能にした後、シリアルデータ送信は以下の手順に従い行ってください。 

SCFSRのTDFEビットをリード

SCFSRのTENDビットを読み出し

送信開始 SCIFのステータスのチェックと送信データの書き込み：
シリアルステータスレジスタ（SCFSR）を読み出して、
TDFEフラグが1であることを確認した後、トランスミッ
トFIFOデータレジスタ（SCFTDR）に送信データを書き
込み、TDFEフラグとTENDフラグの1を読み出した後、
これらのフラグを0にクリアします。書き込み可能な送信
データバイト数は16-(送信トリガ設定数)です。

シリアル送信の継続手順：
シリアル送信を続けるときには、TDFEフラグの1を
読み出して書き込み可能であることを確認した後に
SCFTDRにデータを書き込み、続いてTDFEビットを
0にクリアしてください。

シリアル送信の終わりのブレーク出力：
シリアル送信時にブレークを出力するときには、シリア
ルポートレジスタ（SCSPTR）のSPBDTビットを0にク
リアし、SPBIOビットを1にセットした後に、シリアル
コントロールレジスタ（SCSCR）のTEビットを0にクリ
アします。

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

SCFTDRに送信データを書き込み、
SCFSRのTDFEとTENDフラグの1を

読み出した後、0にクリア

SPBDTを0にクリア
SPBIOを1にセット

SCSCRのTEビットを0にクリア

TDFE＝1？

全データ送信？

TEND＝1？

ブレーク出力？

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

送信完了

なお、ステップ（1）（2）において、FIFOデータ数レジスタ
（SCFDR）の上位8ビットで示されるSCFTDRの送信データ
バイト数により、書き込み可能なデータバイト数を確認する
ことができます。

 

図 12.4 シリアル送信のフローチャートの例 
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SCIFはシリアル送信時に以下のように動作します。 

1. SCIFは、トランスミットFIFOデータレジスタ（SCFTDR）にデータが書き込まれると、SCFTDRからトラン

スミットシフトレジスタ（SCTSR）にデータを転送します。送信データをSCFTDRに書き込む前に、シリア

ルステータスレジスタ（SCFSR）のTDFEフラグが1であることを確認してください。書き込み可能な送信デ

ータバイト数は（16－送信トリガ設定数）です。 

2. SCFTDRからSCTSRへデータを転送し、送信を開始すると、SCFTDRの送信データがなくなるまで連続して

送信動作を行います。SCFTDRの送信データバイト数がFIFOコントロールレジスタ（SCFCR）で設定した送

信トリガ数以下になると、TDFEフラグがセットされます。このとき、シリアルコントロールレジスタ

（SCSCR）のTIEビットが1にセットされていると送信FIFOデータエンプティ割り込み（TXI）要求を発生し

ます。 

シリアル送信データは、以下の順にTxD端子から送り出されます。 

（a）スタートビット：1ビットの 0が出力されます。 

（b）送信データ：8ビット、または 7ビットのデータが LSBから順に出力されます。 

（c）パリティビット（偶数パリティ、または奇数パリティ）が出力されます。 

なお、パリティビットを出力しないフォーマットも選択できます。 

（d）ストップビット：1ビットまたは 2ビットの 1（ストップビット）が出力されます。 

（e）マーク状態：次の送信を開始するスタートビットを送り出すまで 1を出力し続けます。 

3. SCIFは、ストップビットを送出するタイミングでSCFTDRの送信データをチェックします。データがあると

SCFTDRからSCTSRにデータを転送し、ストップビットを送り出した後、次フレームのシリアル送信を開始

します。送信データがないとSCFSRのTENDフラグに1をセットし、ストップビットを送り出した後、1を連

続して出力するマーク状態になります。 
 
調歩同期式モードでの送信時の動作例を図 12.5に示します。 

TXI割り込み処理ルーチンでSCFTDRに
データを書き込み、TDFEフラグの1を
リードした後、0にクリア

TDFE

0 0/1 1

1 1

D0 D1 D7 0 0/1 1D0 D1 D7

TEND

TXI割り込み
要求の発生

TXI割り込み
要求の発生

1フレーム

スタート
ビット

シリアル
データ

スタート
ビットデータ データパリティ

ビット
ストップ
ビット

パリティ
ビット

ストップ
ビット

アイドル状態
（マーク状態）

 

図 12.5 送信時の動作例（8ビットデータ／パリティあり／1ストップビットの例） 
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4. モデムコントロールを許可した場合、CTS入力値によって送信を停止／再開することができます。CTSが1に

されると、送信中のときは1フレームの送信終了後マーク状態になります。CTSが0にされると、次の送信デ

ータがスタートビットを先頭に出力されます。モデムコントロールを使用した動作例を図12.6に示します（チ

ャネル0のみ）。 

CTS

0 0/1D0 D1 D7 0 0/1D0 D1 D7

スタート
ビット

シリアルデータ
TxD

スタート
ビット

パリティ
ビット

ストップ
ビット

ストップビットの前にこの点を立ち上げます。  

図 12.6 モデムコントロールを使用した動作例（CTS） 
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• シリアルデータ受信（調歩同期式） 

図 12.7、図 12.8にシリアル受信フローチャートの例を示します。 

SCIF の受信を可能に設定した後、シリアルデータ受信は次の手順に従い行ってください。 

SCFSRのER、DR、BRK、SCLSRの
ORERフラグを読み出し

SCFSRのRDFフラグを読み出し

SCSCRのREビットを0にクリア

受信開始

エラー処理

受信エラー処理とブレークの検出：
受信エラーが発生したときには、シリアル
ステータスレジスタ（SCFSR）のDR、ER、
BRK、ラインステータスレジスタ（SCLSR）
のORERの各フラグを読み出してエラーを
判定し、所定のエラー処理を行った後、DR、
ER、BRK、ORERの各フラグをすべて0に
クリアしてください。またフレーミングエラ
ー時に、RxD端子の値を読み出すことでブレ
ークの検出ができます。

SCIFの状態を確認して受信データを読み出し：
シリアルステータスレジスタ(SCFSR)を読み
出して、RDF＝1であることを確認した後、
レシーブFIFOデータレジスタ(SCFRDR)の受信
データを読み出し、RDFフラグの1を読み出した
後、RDFフラグを0にクリアします。
RDFフラグが0から1に変化したことは、RXI
割り込みによって知ることができます。

シリアル受信の継続手順：
シリアル受信を続けるときには、少なくとも
SCFRDRから受信データバイトの受信トリガ
設定数を読み出し、RDFフラグから1を読み出
した後、RDFフラグを0にクリアします。
SCFRDRの受信データバイト数は、SCFDRの
下位ビットを読み出すことによって確認できます。

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

SCFRDRの受信データを読み出し、
SCFSRのRDFフラグを0にクリア

ER or 
DR or BRK or ORER

＝1？

RDF＝1？

全数受信？

No

No

No

Yes

Yes

Yes

受信終了  

図 12.7 シリアル受信のフローチャートの例（1） 
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オーバランエラー処理

ブレーク処理

SCFRDRの受信データの読み出し

SCFSRのDR、ER、BRKを0にクリア
SCLSRのORERを0にクリア

エラー処理

終了

SCFRDRから読み出した受信データにフレーミングエラーか
パリティエラーが発生したかどうかは、SCFSRのFER、PER
ビットから確認できます。

ブレーク信号の受信時、BRKフラグがセットされている場合、
受信データはSCFRDRに転送されません。ただし、SCFRDR
の最後尾のデータはH'00でフレーミングエラーが発生した
ブレークデータが格納されることに注意してください。

ORER＝1？

BRK＝1？

DR＝1？

No

Yes

No

Yes

No

Yes

受信エラー処理

ER＝1？
No

Yes

 

図 12.8 シリアル受信のフローチャートの例（2） 
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SCIFは受信時に以下のように動作します。 

1. SCIFは通信回線を監視し、スタートビットの0を検出すると内部を同期化し、受信を開始します。 

2. 受信したデータをSCRSRのLSBからMSBの順に格納します。 

3. パリティビット、およびストップビットを受信します。 

受信後、SCIFは以下のチェックを行います。 

（a）ストップビットチェック：ストップビットが 1であるかをチェックします。 

ただし、2ストップビットの場合、1ビット目のストップビットのみをチェックします。 

（b）受信データをレシーブシフトレジスタ（SCRSR）から SCFRDR に転送できる状態であるかをチェック

します。 

（c）オーバランエラーチェック：オーバランエラーが発生していないことを示す ORERフラグが 0である

かどうかをチェックします。 

（d）ブレークチェック：ブレーク状態がセットされていないことを示す BRKフラグが 0であるかどうかを

チェックします。 

以上のチェックがパスしたとき、SCFRDRに受信データが格納されます。 

【注】 パリティエラー、フレーミングエラーが発生しても受信動作を続けます。 
 

4. RDFフラグまたはDRフラグが1になったとき、SCSCRのRIEビットが1にセットされているとレシーブFIFOデ

ータフル割り込み（RXI）要求を発生します。また、ERフラグが1になったとき、SCSCRのRIEビットまたは

REIEビットが1にセットされていると受信エラー割り込み（ERI）要求を発生します。さらに、BRKフラグま

たはORERフラグが1になったとき、SCSCRのRIEビットまたはREIEビットが1にセットされていると、ブレ

ーク受信割り込み（BRI）要求を発生します。 
 
調歩同期式モード受信時の動作例を図 12.9に示します。 

RXI割り込み処理ルーチンで
データを読み出し、RDFフラグ
の1を読み出した後、0にクリア

RDF

0 0/1 1

1 1

D0 D1 D7 0 0/1 1D0 D1 D7

FER

RXI割り込み
要求の発生

受信エラーで
ERI割り込み
要求の発生

1フレーム

スタート
ビット

シリアル
データ

スタート
ビットデータ データパリティ

ビット
ストップ
ビット

パリティ
ビット

ストップ
ビット

アイドル状態
（マーク状態）

 

図 12.9 SCIFの受信時の動作例（8ビットデータ／パリティあり／1ストップビットの例） 
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5. モデムコントロールが有効であると、SCFRDRが空のときRTS信号を出力します。RTSが0のときは受信可能

です。RTSが1のときはSCFRDRのデータ数がフルで受信が不可能であることを示します（チャネル0、1のみ）。 
 

モデムコントロール使用時の動作例を図12.10に示します。 

RTS

0 10/1D0 D1 D2 D7 0 0/1D0 D1 D7

スタート
ビット

シリアルデータ
RxD

スタート
ビット

パリティ
ビット

 

図 12.10 モデムコントロール使用時の動作例（RTS） 

12.4.3 クロック同期式モード時の動作 

クロック同期式モードは、クロックパルスに同期してデータを送信／受信するモードで、高速シリアル通信に

適しています。 

SCIF内部では、送信部と受信部は独立していますので、クロックを共有することで全二重通信ができます。ま

た、送信部と受信部がともに 16段の FIFOバッファ構造になっていますので送信／受信中にデータの読み出し／

書き込みができ連続送信／受信が可能です。 

クロック同期式シリアル通信の一般的なフォーマットを図 12.11に示します。 

同期
クロック

シリアル
データ

ビット0 ビット1 ビット2 ビット3 ビット4 ビット5 ビット6 ビット7

* *

LSB MSB

don't caredon't care

【注】*　連続送信／受信のとき以外はハイレベル

通信データの1単位（キャラクタまたはフレーム）

 

図 12.11 クロック同期式通信のデータフォーマット 

クロック同期式シリアル通信では、通信回線のデータは同期クロックの立ち下がりから次の立ち下がりまで出

力されます。また、同期クロックの立ち上がりでデータの確定が保証されます。 

シリアル通信の 1キャラクタは、データの LSBから始まり最後にMSBが出力されます。MSB出力後の通信回

線の状態はMSBの状態を保ちます。 

クロック同期式モードでは、SCIFは同期クロックの立ち上がりに同期してデータを受信します。 
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（1） 送信／受信フォーマット 

8ビット固定です。 

パリティビットの付加はできません。 
 

（2） クロック 

SCSMRの C/Aビットと SCSCRの CKE1、CKE0ビットの設定により内蔵ボーレートジェネレータの生成した

内部クロック、または、SCK端子から入力された外部同期クロックの 2種類から選択できます。 

内部クロックで動作させるとき、SCK端子から同期クロックが出力されます。同期クロックは 1キャラクタの

送受信で 8パルス出力され、送信／受信を行わないときにはハイレベルに固定されます。受信動作のみの場合、

内部クロックを選択すると SCSCRの REビットが 1の間、受信 FIFO内データ数が受信トリガ設定数に達するま

でクロックパルスが出力されます。この場合、8 × (16 + 1) = 136パルスの同期クロックが出力されます。nキャラ

クタ数の受信動作を行いたいときは、クロックソースを外部クロックにしてください。内部クロックを使用する

場合は、RE=1かつ TE=1とし、nキャラクタ数のダミーデータ送信と同時に nキャラクタの受信を行う手順とし

てください。 
 

（3） データの送信／受信動作 

• SCIFの初期化（クロック同期式） 

データの送信／受信前にシリアルコントロールレジスタ（SCSCR）の TE、REビットを 0にクリアした後、以

下の手順で SCIFを初期化してください。 

モードの変更、通信フォーマットの変更などの場合には必ず、TE、および REビットを 0にクリアしてから下

記手順で変更してください。TEビット 0にクリアするとトランスミットシフトレジスタ（SCTSR）が初期化され

ます。REビットを 0にクリアしてもRDRF、PER、FER、ORERの各フラグ、およびレシーブデータレジスタ（SCRDR）

の内容は保持されますので注意してください。 



12. FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース（SCIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  12-40 
RJJ09B0262-0400  

図 12.12に SCIFの初期化フローチャート例を示します。 

SCSCRのTE、REビットを0にクリア

初期化

（1）

（1）

CKE1、CKE0ビットを設定します。（3）

（2）

（4）

（5）

（2）

（3）

（4）

（5）

SCFCRのTFRST、RFRSTビットを
1にセットし、FIFOバッファをクリア

SCFSRのER、DR、BRK、SCLSRの
各フラグを読み出した後0書き込みでクリア

SCSMRに送信／受信フォーマットを設定

SCSCRのCKE1、CKE0ビットを設定
（TE、RE、TIE、RIEビットは0）

SCBRRに値を設定

1ビット期間経過
No

Yes

Wait

SCFCRのRTRG1,0、TTRG1,0を設定し、
TFRST、RFRSTビットを0にクリア

SCSCRのTE、REビットを1にセット、
およびTIE、RIE、REIEビットを設定

終了

初期化終了の直前まで、TE、REビットは０にしてください。

SCSCRのTEビットまたは、REビットを１にセットします。
またTIE、RIE、REIEビットを設定してください。
この時点でTxD、RxD、SCK端子が使用可能になります。
送信時にTxD端子はマーク状態となります。クロック同期式
モード受信でかつ、同期クロック出力（クロックマスタ）
設定の場合、この時点でSCK端子からクロックが出力され始
めます。

ビットレートレジスタ（SCBRR）にビットレートに対応する
値を書き込みます。ただし、外部クロックを使用する場合には
必要ありません。本設定後は少なくとも１ビット期間待ってく
ださい。

SCSMRに送信／受信フォーマットを設定します。

 

図 12.12 SCIF初期化フローチャートの例 
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• シリアルデータ送信（クロック同期式） 

図 12.13にシリアル送信のフローチャートの例を示します。 

シリアルデータの送信は、SCIFを送信動作可能状態に設定した後、以下の手順で行ってください。 

SCFSRのTDFEフラグを読み出し

終了

送信開始

TDFE=1？
No

Yes

全データ送信？
No

Yes

SCFSRのTENDフラグを読み出し

TEND=1？
No

Yes

SCSCRのTEビットを0にクリア

SCFTDRに送信データを書き込み、
SCFSRのTDFEとTENDフラグの1を

読み出した後、0にクリア

（1）

（2）

（1）

（2）

SCIFの状態を確認して、送信データを書き込み：
SCFSRを読み出して、TDFEフラグが1であることを
確認した後、トランスミットFIFOデータレジスタ
（SCFTDR）に送信データを書き込み、TDFEフラグ
とTENDフラグの1を読み出した後、それらのフラグを
0にクリアします。

シリアル送信の継続手順：
シリアル送信を続けるときには、必ずTDFEフラグ
の1を読み出して書き込み可能であることを確認した
後にSCFTDRにデータを書き込み、続いてTDFEフラ
グを0にクリアしてください。

 

図 12.13 シリアル送信のフローチャートの例 
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SCIFはシリアル送信時に以下のように動作します。 

1. SCIFは、トランスミットFIFOデータレジスタ（SCFTDR）にデータが書き込まれると、SCFTDRからトラン

スミットシフトレジスタ（SCTSR）にデータを転送します。送信データをSCFTDRに書き込む前に、シリア

ルステータスレジスタ（SCFSR）のTDFEフラグが１であることを確認してください。書き込み可能な送信デ

ータバイト数は（16－送信トリガ設定数）です。 

2. SCFTDRからSCTSRへデータが転送され、送信を開始すると、SCFTDRに送信データがなくなるまで連続し

て送信動作を続けます。SCFTDRの送信データバイト数がFIFOコントロールレジスタ（SCFCR）で設定した

送信トリガ数以下になったとき、TDFEフラグがセットされます。このときシリアルコントロールレジスタ

（SCSCR）のTIEビットが１にセットされていると送信FIFOデータエンプティ割り込み（TXI）要求を発生し

ます。 

クロック出力モードに設定したときには、SCIFは同期クロックを８パルス出力します。外部クロックに設定

したときには、入力クロックに同期してデータを出力します。シリアル送信データは、LSBからMSBの順に

TxD端子から送り出されます。 

3. SCIFは、最終ビットを送り出すタイミングでSCFTDRの送信データをチェックします。送信データがあると

SCFTDRからSCTSRにデータを転送し、次のフレームのシリアル送信を開始します。送信データがないとシ

リアルステータスレジスタ（SCFSR）のTENDフラグを１にセットし、最終ビットを送り出した後、TxD端子

は状態を保持します。 

4. シリアル送信終了後、SCK端子はハイレベル固定になります。 
 
図 12.14に SCIFの送信時の動作例を示します。 

同期
クロック

シリアル
データ

ビット0 ビット1 ビット7 ビット0 ビット1 ビット6 ビット7

LSB MSB

TXI割り込み処理ルーチンで
SCFTDRにデータを書き込み、
TDFEフラグを0にクリア

TDFE

TEND

TXI割り込み
要求の発生

TXI割り込み
要求の発生

1フレーム  

図 12.14 SCIFの送信時の動作例 
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• シリアルデータ受信（クロック同期式） 

図 12.15、図 12.16にシリアル受信のフローチャートの例を示します。 

シリアルデータの受信は、SCIFを受信動作可能状態に設定した後、以下の手順に従って行ってください。 

SCIFの初期化を行わずに、動作モードを調歩同期式モードからクロック同期式モードに切り替える際には、必

ず、ORER、PER、FERの各フラグが 0にクリアされていることを確認してください。 

SCLSRのORERフラグを読み出し

SCFSRのRDFフラグを読み出し

SCSCRのREビットを0にクリア

SCFRDRの受信データを読み出し、
SCFSRのRDFフラグを0にクリア

受信開始

エラー処理

終了

受信エラー処理：
受信エラーが発生したときには、SCLSRのORER
フラグを読み出してから、所定のエラー処理を行っ
た後、ORERフラグを0にクリアしてください。
ORERフラグが1にセットされた状態では送信／
受信を再開できません。

SCIFの状態を確認して受信データを読み出し：
SCFSRをリードしてRDFフラグが1であることを
確認した後、SCFRDRの受信データを読み出し、
RDFフラグを0にクリアします。RDFフラグが0から
1へ変化したことは、RXI割り込みによっても知る
ことができます。

（2）

シリアル受信の継続手順：
シリアル受信を続けるときには、SCFRDR内のデ
ータを少なくとも受信トリガ設定数読み出して、
RDFフラグの1を読み出した後0を書き込んで
ください。SCFRDR内の受信データ数はSCFDR
の下位ビットを読み出すことで知ることができま
す。

（3）

（1）

（1）

（3）

（2）

ORER＝1？

RDF＝1？

全数受信？

Yes

No

No

Yes

No

Yes

 

図 12.15 シリアル受信のフローチャートの例（1） 
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オーバランエラー処理

エラー処理

SCLSRのORERフラグを0にクリア

終了

ORER＝1？

Yes

No

 

図 12.16 シリアル受信のフローチャートの例（2） 

SCIFはシリアル受信時に以下のように動作します。 

1. SCIFは同期クロックの入力または出力に同期して受信を開始します。 

2. 受信したデータをレシーブシフトレジスタ（SCRSR）のLSBからMSBの順に格納します。 

受信後、SCIFは受信データをSCRSRからSCFRDRに転送できる状態であるかをチェックします。このチェッ

クがパスしたとき、SCFRDRに受信データが格納されます。 

エラーチェックでオーバランエラーを検出すると以後の受信動作ができません。 

3. RDFフラグが１になったとき、シリアルコントロールレジスタ（SCSCR）のRIEビットが1にセットされてい

ると受信データフル割り込み（RXI）要求を発生します。また、ORERフラグが1になったとき、SCSCRのRIE

ビット、またはREIEビットが1にセットされているとブレーク割り込み（BRI）要求を発生します。 
 
図 12.17に SCIFの受信時の動作例を示します。 

同期
クロック

シリアル
データ

ビット7 ビット0

LSB MSB

ビット7 ビット0 ビット1 ビット6 ビット7

RXI割り込み処理ルーチンで
SCFRDRのデータを読み出し、
RDFフラグを0にクリア

RDF

ORER

RXI割り込み
要求の発生

RXI割り込み
要求の発生

1フレーム

オーバランエラーで
BRI割り込み要求の発生

 

図 12.17 SCIFの受信時の動作例 
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• シリアルデータ送受信同時動作（クロック同期式） 

図 12.18にシリアル送受信同時動作のフローチャートの例を示します。 

シリアルデータの送受信同時動作は、SCIFを送受信動作可能状態に設定した後、以下の手順に従って行ってく

ださい。 

SCFSRのTDFEビットを読み出し

SCFTDRに送信データを書き込み、
SCFSRのTDFEとTENDフラグの1を

読み出した後、0にクリア

SCLSRのORERフラグを読み出し

初期化

SCSCRのTE、REビットを0にクリア

SCFRDRの受信データを読み出し、
SCFSRのRDFフラグを0にクリア

送受信開始

エラー処理

終了

受信エラー処理：
受信エラーが発生したときには、SCLSRのORERフラグ
を読み出してから、所定のエラー処理を行った後、ORER
フラグを0にクリアしてください。
ORERフラグが1にセットされた状態では送信／受信を再
開できません。

SCIFの状態を確認して受信データを読み出し：
SCFSRを読み出してRDF＝1であることを確認した後、
SCFRDRの受信データを読み出し、RDFフラグを0にク
リアします。RDFフラグの0から1への変化はRXI割り込み
によっても知ることができます。

（3）

SCIFの状態確認と受信データの書き込み：
SCFSRをリードしてTDFE＝1であることを確認した後、
SCFTDRに送信データを書き込み、TDFEフラグとTEND
フラグの1を読み出した後、それらのフラグを0にクリア
します。TDFEフラグの0から1への変化は、TXI割り込み
によっても知ることができます。

（1）

シリアル送受信の継続手順：
シリアル送受信を続けるときには、現在のフレームの
MSBを受信する前に、RDFフラグとSCFRDRを読み出
し、RDFフラグの0クリアを終了しておいてください。
また、現在のフレームのMSBを送信する前に、TDFEフ
ラグの1を読み出して書き込み可能であることを確認して
ください。さらにSCFTDRにデータを書き込み、TDFE
フラグを0にクリアしておいてください。

（4）

（1）

（2）

（4）

（3）

（2）

TDFE＝1？

ORER＝1？

全数受信？

Yes

No

No

SCFSRのRDFフラグを読み出し

RDF＝1？
No

Yes

No

Yes

Yes

【注】　送信、または受信動作から同時送受信に切り替え
　　　　るときにはTEビットとREビットを0にクリアして
　　　　からTEビットとREビットを同時に1にセットして
　　　　ください。

 

図 12.18 シリアル送受信のフローチャートの例 
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12.5 SCIF割り込み要因 
SCIFは、送信 FIFOデータエンプティ割り込み（TXI）要求、受信エラー割り込み（ERI）要求、受信データフ

ル割り込み（RXI）要求、ブレーク割り込み（BRI）要求の 4種類の割り込み要因を持っています。 

表 12.11に各割り込み要因と優先順位を示します。各割り込み要因は、SCSCRの TIE、RIE、REIEビットで、

許可または禁止ができます。また、各割り込み要求はそれぞれ独立に割り込みコントローラに送られます。 

TIEビットにより TXIが許可されている場合、シリアルステータスレジスタ（SCFSR）の TDFEフラグが 1に

セットされると、TXI割り込み要求が発生します。 

RIEビットにより RXIが許可されている場合、SCFSRの RDFフラグまたは DRフラグが 1にセットされると、

RXI割り込み要求が発生します。ただし、DRフラグが 1にセットされたことによる RXI割り込み要求は、調歩

同期モード時のみ発生します。 

RIEビット、またはREIEビットによりBRIが許可されている場合、SCFSRのBRKフラグまたは SCLSRのORER

フラグが 1にセットされると、BRI割り込み要求が発生します。 

RIEビット、または REIEビットにより、ERIが許可されている場合、SCFCRの ERフラグが 1にセットされる

と、ERI割り込み要求が発生します。 

SCSCRの RIEビットを 0に設定し、REIEビットを 1に設定すると、RXI割り込み要求を出さずに ERI、BRI

割り込み要求だけを出すことができます。 

なお、TXI割り込みは送信データを書き込み可能なことを示し、RXI割り込みは SCFRDRに受信データがある

ことを示しています。 
 

表 12.11 SCIF 割り込み要因 

割り込み要因 内   容 割り込み許可ビット リセット解除時

の優先順位 

ERI 受信エラー（ER）による割り込み RIEまたは REIE 高 

RXI 受信 FIFOデータフル（RDF）またはデータレディ（DR）に

よる割り込み 

RIE 

BRI ブレーク（BRK）またはオーバランエラー（ORER）による割

り込み 

RIEまたは REIE 

 

TXI 送信 FIFOデータエンプティ（TDFE）による割り込み TIE 低 
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12.6 シリアルポートレジスタ（SCSPTR）と SCIF端子との関係 
SCSPTRと SCIF端子との関係を図 12.19～図 12.23に示します。 

Q D
R

RTSIO

RTS

内部データバス

ビット7

ビット6

モデムコントロール
イネーブル信号*

RTS信号

リセット

リセット

C

Q D
R

RTSDT

SPTRW

SPTRW

SPTRR

SPTRW
SPTRR

【注】 *  SCFCRのMCEビットで、RTS端子の機能をモデムコントロールに設定する信号です。

：SCSPTRライト
：SCSPTRリード

C

 

図 12.19 RTSIOビット、RTSDTビットと RTS端子との関係 
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Q D
R

CTSIO

CTS

内部データバス

ビット5

ビット4

モデムコントロール
イネーブル信号*

CTS信号

リセット

リセット

C

Q D
R

CTSDT

SPTRW

SPTRW

SPTRR

SPTRW
SPTRR

【注】 *  SCFCRのMCEビットで、CTS端子の機能をモデムコントロールに設定する信号です。

：SCSPTRライト
：SCSPTRリード

C

 

図 12.20 CTSIOビット、CTSDTビットと CTS端子との関係 

Q D
R

SCKIO

SCK2

内部データバス

ビット3

ビット2

クロック出力イネーブル信号*

シリアルクロック出力信号*

シリアルクロック入力信号*

シリアル入力イネーブル信号*

リセット

リセット

C

Q D
R

SCKDT

SPTRW

SPTRW

SPTRR

SPTRW
SPTRR

【注】 * SCSMRのC/AビットおよびSCSCRのCKE0、CKE1ビットに依存してSCK端子を制御する信号です。

：SCSPTRライト
：SCSPTRリード

C

 

図 12.21 SCKIOビット、SCKDTビットと SCK端子との関係 
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Q D
R

SPBIO

TxD

内部データバス

ビット1

ビット0

送信イネーブル信号

シリアル送信データ

リセット

リセット

C

Q D
R

SPBDT

SPTRW

SPTRW

SPTRW：SCSPTRライト

C

 

図 12.22 SPBIOビット、SPBDTビットと TxD端子との関係 

RxD

内部データバス

ビット0

シリアル受信データ

SPTRR

SPTRR ：SCSPTRリード  

図 12.23 SPBDTビットと RxD端子との関係 
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12.7 使用上の注意事項 
SCIFを使用する際は、以下のことに注意してください。 

（1） SCFTDRへの書き込みと TDFEフラグについて 

シリアルステータスレジスタ（SCFSR）の TDFEフラグはトランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）に

書き込まれた送信データバイト数が、FIFOコントロールレジスタ（SCFCR）の TTRG1、TTRG0ビットで設定し

た送信トリガ数以下になったときセットされます。TDFEがセットされた後、送信データは SCFTDRの空バイト

数まで書き込むことができ、効率よい連続送信が可能となります。 

ただし、SCFTDRに書き込んだデータバイト数が送信トリガ数以下の場合、TDFEフラグは 1を読み出し後、0

にクリアしても再び 1にセットされます。TDFEのクリアは SCFTDRに書き込んだデータバイト数が送信トリガ

数を上回るときに 1を読み出した後に行ってください。 

SCFTDRの送信データバイト数は FIFOデータ数レジスタ（SCFDR）の上位 8ビットで知ることができます。 
 

（2） SCFRDRの読み出しと RDFフラグについて 

シリアルステータスレジスタ（SCFSR）の RDFフラグは、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）の受信

データバイト数が FIFOコントロールレジスタ（SCFCR）の RTRG1、RTRG0ビットで設定した受信トリガ数以上

になったときセットされます。RDFがセットされた後、トリガ数分の受信データを SCFRDRから読み出すことが

でき、効率のよい連続受信が可能です。 

ただし、SCFRDRのデータバイト数が受信トリガ数以上の場合、RDFフラグを、1を読み出した後 0にクリア

しても再び 1にセットされます。したがって、RDFのクリアは、レシーブ FIFOデータレジスタ（SCFRDR）内の

データ数がトリガ数より少なくなるように受信データを読み出した後、RDFフラグの 1を読み出し 0にクリアし

てください。 

SCFRDRの受信データバイト数は FIFOデータ数レジスタ（SCFDR）の下位 8ビットで知ることができます。 
 

（3） ブレークの検出と処理について 

フレーミングエラー（FER）検出時に RxD端子の値を直接読み出すことによって、ブレークを検出できます。

ブレークでは、RxD端子からの入力がすべて 0になりますので、FERフラグがセットされ、またパリティエラー

フラグ（PER）もセットされる場合があります。 

SCIFは、ブレークを検出すると SCFRDRへの受信データの転送は停止しますが、受信動作は続けます。 
 

（4） ブレークの送り出し 

TxD端子の入出力条件とレベルは、シリアルポートレジスタ（SCSPTR）の SPBIOビット、SPBDTビットで決

めることができます。これを使ってブレークの送り出しができます。 

シリアル送信の初期化から TEビットを 1にセット（送信可能）するまでは、TxD端子として機能しません。

この間は、マーク状態は SPB2DTビットの値で代替えされます。このため、最初は SPBIOと SPBDTビットを 1

（ハイレベル出力）に設定しておきます。 

シリアル送信時にブレークを送り出したいときは SPBDTビットを 0にクリア（ローレベルを指定）した後、TE

ビットを 0にクリア（送信停止）します。TEビットを 0にクリアすると現在の送信状態とは無関係に送信部は初

期化され、TxD端子から 0が出力されます。 
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（5） 調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミングと受信マージン 

SCIFは転送レートの 16倍の周波数の基本クロックで動作しています。受信時に SCIFは、スタートビットの立

ち下がりを基本クロックでサンプリングして、内部を同期化します。また、受信データを基本クロックの 8クロ

ック目の立ち上がりエッジで内部に取り込みます。このタイミングを図 12.24に示します。 

D0 D1

基本クロック

受信データ
（RxD）

同期化
サンプリング
タイミング

データ
サンプリング
タイミング

スタートビット

16クロック

8クロック

－7.5クロック ＋7.5クロック

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

図 12.24 受信データサンプリングタイミング 

 
したがって、調歩同期式モードでの受信マージンは式（1）のように表すことができます。 
 

M ＝｛（0.5－　　 ）－（L－0.5）F－　　　　 （1＋Ｆ）｝×100[％]　　…式（1）
2N
1

N

|D－0.5|

  
 

M ：受信マージン（％） 

N ：ビットレートに対するクロック周波数の比（N＝16） 

D ：クロックデューティ（D＝0～1.0） 

L ：フレーム長（L＝9～12） 

F ：クロック周波数の偏差の絶対値 
 
式（1）で、F＝0、D＝0.5とすると、受信マージンは式（2）より 46.875％となります。 

D＝0.5、F＝0のとき 

M＝（0.5－1/（2×16））×100 ％ 

  ＝46.875 ％……式（2） 

ただし、この値はあくまでも計算上の値ですので、システム設計の際には 20～30％の余裕を持たせてください。 
 

（6） チャネル 1の端子の複数箇所への割り付け禁止 

チャネル 1の端子のうち、SCK1、RxD1、TxD1は、それぞれ PD4/PE20、PD3/PE19、PD2/PE18と複数の端子に

マルチプレクスされていますが、必ず一方の端子にのみ割り付けてください。例えば、SCK1を PD4と PE20の両

方に割り付けた場合、SCIFの動作は保証されません。 
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（7） TEビットがクリアされている期間の TxD端子、RTS端子の状態 

通常、TxDi (i = 0、1、2)端子、RTSj端子(j = 0、1)端子は、シリアル通信中に出力端子として機能させますが、

PFC（ピンファンクションコントローラ）でこれらの機能を選択しても、SCSCRi (i = 0、1、2)の TEビットがクリ

アされている期間は、ハイインピーダンス状態となります。PFCでこれらの機能を選択した後は、常に（TEビッ

トの値に関わらず）出力端子として機能させるためには、SCPTRi (i = 0、1、2)と PFCの設定を以下の順序で行っ

てください。 

1. SCPTRi (i = 0、1、2)のSPBIOビット、SPBDTビットをセット。SCPTRj (j = 0、1)のRTSIOビット、RTSDTビ

ットをセット。 

2. PFCでTxDi (i = 0、1、2)端子、RTSj (j = 0、1)端子を選択。 
 

（8） 調歩同期モードで SCSCRの TEビットをセットしてからスタートビットが送出されるまでの間隔 

従来の製品に搭載されている SCIFでは、TEビットをセットから 1フレーム相当期間の後、スタートビットが

送出され始めますが、本 SCIFでは、TEビットをセットすると、直ちにスタートビットが送出され始めます。 
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13. ホストインタフェース（HIF） 

本 LSIはシステムバスを共有できない外部デバイスと高速にデータ転送を行うためのホストインタフェース

（HIF: Host Interface）を内蔵しています。 

HIFを用いることにより、外部デバイスから本 LSIに内蔵された 2KB（1KB×2バンク）の HIF用内蔵 RAM

（HIFRAM）に対して 32ビット単位のリード／ライトが可能となります。さらに外部デバイスから本 LSIへの割

り込み、本 LSIから外部デバイスへの割り込み、および本 LSIから外部デバイスへの DMA転送要求をサポート

します。この HIFRAMと割り込み機能を用いることにより、ソフトウェア的に外部デバイスと本 LSI間のデータ

転送が可能となり、バス権を開放しない外部デバイスとの接続が可能となります。 

また HIFRAMを使って本 LSIを起動することができる HIFブートモードをサポートします。 

13.1 特長 
HIFには、次のような特長があります。 

• 外部デバイスからは、HIFの端子を介して、HIFRAMに32ビット単位でリード／ライトが可能です（8／16ビ

ット単位のアクセスはできません）。本LSIのCPUからは、内部周辺バスを介して、HIFRAMに8／16／32ビ

ット単位でリード／ライトが可能です。また、2つのHIFRAMアクセスモード（バンクモード、非バンクモー

ド）が選べます。 

• 外部デバイスが、HIFの端子を介して、HIFRAMをアクセスする場合、 HIF内部レジスタの設定により、ア

ドレスの自動インクリメントやエンディアンの設定が可能となります。 

• 外部デバイスからHIF内部レジスタの特定ビットへライトを行うこと、あるいは外部デバイスがHIFRAM最終

アドレスをアクセスすることで、本LSIのCPUに割り込み（内部割り込み）をかけることができます。また逆

に本LSIのCPUからHIF内部レジスタの特定ビットへライトを行うことで、外部デバイスに対して割り込み

（外部割り込み）、あるいはDMAC転送要求をかけることも可能です。 

• 割り込み要因ビットを内部割り込み／外部割り込み用にそれぞれ7ビットサポートします。これにより128通

りの割り込みの制御がソフトウェアから可能となり、割り込みを用いたデータ転送を高速に行うことが可能

となります。 

• ブートモード時に、外部デバイスがHIFRAMに命令コ－ドを格納しておくことで、HIFRAMからブート可能

です。 
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図 13.1に HIFのブロック図を示します。 
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【記号説明】

HIFIDX
HIFGSR
HIFSCR
HIFMCR
HIFIICR
HIFEICR

：HIFインデックスレジスタ
：HIF汎用ステータスレジスタ
：HIFステータス／コントロールレジスタ
：HIFメモリ制御レジスタ
：HIF内部割り込み制御レジスタ
：HIF外部割り込み制御レジスタ

：HIFアドレスレジスタ
：HIFデータレジスタ
：HIFブート制御レジスタ
：HIFDREQトリガレジスタ
：HIFバンク割り込みレジスタ
：HIF割り込み（内部割り込み）
：HIFバンク割り込み（内部割り込み）

HIFADR
HIFDATA
HIFBCR
HIFDTR
HIFBICR
HIFI
HIFBI

HIFI

HIFBI

選択

HIFRAM 
HIFRAM 

内

部

バ

ス

制御回路

 

図 13.1 HIFブロック図 
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13.2 入出力端子 
HIFの端子構成を表 13.1に示します。 

 
表 13.1 端子構成 

名称 略称 入出力 機   能 

HIFデータ端子 HIFD15～

HIFD00 

入出力 HIFへのアドレス／データ／コマンド入出力 

HIFチップセレクト HIFCS 入力 HIFへのチップセレクト入力 

HIFレジスタセレクト HIFRS 入力 HIFへのアクセス種別切り替え 

0：通常アクセス（下記以外） 

1：インデックスレジスタライト／ステータスレジスタリード 

HIFライト HIFWR 入力 ライトストローブ信号。外部デバイスが HIFへデータを書き込む場合、

ローレベルを入力します。 

HIF リード HIFRD 入力 リードストローブ信号。外部デバイスが HIFからデータを読み出す場

合、ローレベルを入力します。 

HIF割り込み HIFINT 出力 HIFから外部デバイスへの割り込み要求 

HIFモード HIFMD 入力 HIFブートをするか、しないかを指定します。ハイレベルを入力した

状態でパワーオンリセット解除することで、本 LSIは HIFブートモー

ドで起動します。 

HIFDMAC転送要求 HIFDREQ 出力 外部デバイスに対して HIFRAMへの DMAC転送を要求します。 

HIFブートレディ HIFRDY 出力 本 LSI内部で、HIFモジュールのリセットが解除され、外部デバイス

から HIFモジュールへのアクセスを受け付け可能になったことを示し

ます。 

本 LSIのリセット入力端子のネゲートが検出されてから、周辺クロッ

ク換算で最大 10クロック後にアサート出力されます。 

HIF端子イネーブル HIFEBL 入力 ハイレベルを入力することで、本端子以外の HIF端子を活性化します。 
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13.3 パラレルアクセス 

13.3.1 動作説明 

HIFへのアクセスは HIFCS、HIFRS、HIFWR、HIFRDの各端子を組み合わせることで行います。表 13.2にこれ

らの信号の組み合わせと動作との対応を示します。 
 

表 13.2 HIF動作 

HIFCS HIFRS HIFWR HIFRD 動   作 

1 * * * ノーオペレーション（NOP） 

0 0 1 0 HIFIDX[7:0]で指定されるレジスタからのリード 

0 0 0 1 HIFIDX[7:0]で指定されるレジスタへのライト 

0 1 1 0 ステータスレジスタ（HIFGSR[7:0]）リード 

0 1 0 1 インデックスレジスタ（HIFIDX[7:0]）へのライト 

0 * 1 1 ノーオペレーション（NOP） 

0 * 0 0 設定禁止 

【注】 *：Don't Care 
 

13.3.2 接続方法 

HIFを外部デバイスに接続する場合は、たとえば図 13.2に示すような方法で接続してください。 

外部デバイス

CS

A02 

WR

RD

D15～D00

HIF

HIFCS

HIFRS

HIFWR

HIFRD

HIFD15～HIFD00
 

図 13.2 HIF接続参考例 
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13.4 レジスタの説明 
HIFには、以下のレジスタがあります。 

• HIFインデックスレジスタ（HIFIDX） 

• HIF汎用ステータスレジスタ（HIFGSR） 

• HIFステータス／コントロールレジスタ（HIFSCR） 

• HIFメモリ制御レジスタ（HIFMCR） 

• HIF内部割り込み制御レジスタ（HIFIICR） 

• HIF外部割り込み制御レジスタ（HIFEICR） 

• HIFアドレスレジスタ（HIFADR） 

• HIFデータレジスタ（HIFDATA） 

• HIFブート制御レジスタ（HIFBCR） 

• HIFDREQトリガレジスタ（HIFDTR） 

• HIFバンク割り込み制御レジスタ（HIFBICR） 

 

13.4.1 HIFインデックスレジスタ（HIFIDX） 

HIFIDXは、32ビットのレジスタで、HIFRS端子がローレベルのときに外部デバイスがリード／ライトするレ

ジスタを指定するために用います。本 LSIの CPUからはリードのみ可能です。外部デバイスからは HIFRS端子を

ハイレベルにした状態でライトのみ可能です。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

REG5 

REG4 

REG3 

REG2 

REG1 

REG0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R/W* 

R/W* 

R/W* 

R/W* 

R/W* 

R/W* 

HIF内蔵レジスタ選択 

外部デバイスが、HIFGSR、HIFSCR、HIFMCR、HIFIICR、HIFEICR、HIFADR、

HIFDATA、HIFBCRのうち、どれをアクセスするかを指定するためのビットで

す。 

000000：HIFGSR 000001：HIFSCR 

000010：HIFMCR 000011：HIFIICR 

000100：HIFEICR 000101：HIFADR 

000110：HIFDATA 001111：HIFBCR 

上記以外：リザーブビット 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

1 

0 

BYTE1 

BYTE0 

0 

0 

R/W* 

R/W* 

内蔵レジスタ内バイト指定 

外部デバイスが、HIFGSR、HIFSCR、HIFMCR、HIFIICR、HIFEICR、HIFADR、

HIFDATA、HIFBCRのいずれかをアクセスする前に、あらかじめターゲットと

なるワード位置を指定しておくためのビットです。 

HIFSCR.BO＝0の場合 

00：レジスタのビット[31:16] 

01：設定しないでください 

10：レジスタのビット[15:0] 

11：設定しないでください 

HIFSCR.BO＝1の場合 

00：レジスタのビット[15:0] 

01：設定しないでください 

10：レジスタのビット[31:16] 

11：設定しないでください 

ただし REG5～REG0で HIFDATAが選択された場合には、HIFDATAへのリー

ド／ライトが発生するたびに BYTE1、BYTE0が以下の規則で変化します。 

00 → 10 → 00 → 10 ………繰り返し 

【注】 * 外部デバイスからは、HIFRS端子をハイレベルにした状態でライトのみ可能です。本 LSIの CPUからはライト無効

です。 
 

13.4.2 HIF汎用ステータスレジスタ（HIFGSR） 

HIFGSRは、32ビットのレジスタで、HIFに接続される外部デバイスと本 LSI上のソフトウェアとの間でハン

ドシェイクをとるために自由に用いることができるレジスタです。本 LSIの CPUからはリードもライトも可能で

す。外部デバイスが本レジスタをリードする場合は、HIFRS端子をハイレベルにした状態で行うか、または HIFIDX

の REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。外部デバ

イスが本レジスタをライトする場合は、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、HIFRS端子をロ

ーレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～16 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

15～0 STATUS15

～

STATUS0 

すべて 0 R/W 汎用ステータス。 

HIFに接続された外部デバイスからも、本 LSIの CPUからもリード／ライト

可能なレジスタです。パワーオンリセット時にのみ初期化されます。 
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13.4.3 HIFステータス／コントロールレジスタ（HIFSCR） 

HIFSCRは、32ビットのレジスタで、HIFRAMのアクセスモード制御やエンディアン制御を行います。本 LSI

の CPUからはリードもライトも可能です。外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本

レジスタを指定し、HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～12 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

11 

10 

DMD 

DPOL 

0 

0 

R/W 

R/W 

DREQモード 

DREQポラリティ 

HIFDREQ端子のアサートモードを制御します。ネゲートタイミング等の詳細

は、「13.8 外部 DMACインタフェース」を参照してください。 

00：外部デバイスへ DMAC転送要求をする場合、HIFDREQ端子にローレベ

ルを生成します。HIFDREQはデフォルトハイレベル出力です。 

01：外部デバイスへ DMAC転送要求をする場合、HIFDREQ端子にハイレベ

ルを生成します。HIFDREQはデフォルトローレベル出力です。 

10：外部デバイスへ DMAC転送要求をする場合、HIFDREQ端子に立ち下が

りエッジを生成します。HIFDREQはデフォルトハイレベル出力です。 

11：外部デバイスへ DMAC転送要求をする場合、HIFDREQ端子に立ち上が

りエッジを生成します。HIFDREQはデフォルトローレベル出力です。 

9 

8 

BMD 

BSEL 

0 

0 

R/W 

R/W 

HIFRAMバンクモード 

HIFRAMバンクセレクト 

HIFRAMのアクセスモードを設定します。 

00：外部デバイス、本 LSIの CPUともにバンク 0をアクセス可能です。両

者のアクセスが競合した場合、たとえアクセスアドレスが異なっても、

外部デバイスのアクセス、本 LSIの CPUのアクセスの順に処理されま

す。バンク 1はアクセスできません。 

01：外部デバイス、本 LSIの CPUともにバンク 1をアクセス可能です。両

者のアクセスが競合した場合、例えアクセスアドレスが異なっても、外

部デバイスのアクセス、本 LSIの CPUのアクセスの順に処理されます。

バンク 0はアクセスできません。 

10：外部デバイスはバンク 0のみを、本 LSIの CPUはバンク 1のみをアク

セス可能です。 

11：外部デバイスはバンク 1のみを、本 LSIの CPUはバンク 0のみをアク

セス可能です。 

7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込み値も常に 0にしてください。 

6 － 1 R リザーブビット 

読み出すと常に 1が読み出されます。書き込み値も常に 1にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

5 MD1 0／1 R HIFモード 1 

本 LSIを HIFブートモードで起動したか、非 HIFブートモードで起動したかを

示します。本ビットはパワーオンリセット時にサンプリングされた HIFMD端

子への入力レベルが格納されます。 

0：非 HIFブートモードで起動（エリア 0に接続しているメモリからブート）

した。 

1：HIFブートモードで起動（HIFRAMからブート）した。 

4～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

1 EDN 0 R/W HIFRAMアクセス時のエンディアン 

本 LSIのCPUがHIFRAMをアクセスする場合のバイトオーダーを指定します。 

0：ビッグエンディアン（MSBファースト） 

1：リトルエンディアン（LSBファースト） 

0 BO 0 R/W HIFDATAを含め HIFの全レジスタをアクセスする時のバイトオーダー 

外部デバイスが HIFDATAを含め HIFの全レジスタをアクセスする場合のバイ

トオーダーを指定します。 

0：ビッグエンディアン（MSBファースト） 

1：リトルエンディアン（LSBファースト） 

 

13.4.4 HIFメモリ制御レジスタ（HIFMCR） 

HIFMCRは、32ビットのレジスタで、HIFRAMの制御を行います。本 LSIの CPUからはリードのみ可能です。

外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、HIFRS端子をローレベ

ルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 LOCK 0 R/W* ロック 

外部デバイスが、HIFDATA経由で HIFRAMを連続アクセスする場合、アクセ

ス方向（リード、またはライト）をロックするためのビットです。本ビットへ

1を書き込むと同時に設定した RDビット、WTビットの値が、次に本ビット

を 0クリアするまで保持されます。RDビットと本ビットに同時に 1を書き込

んだ場合は連続読み出しモード、WTビットと本ビットに同時に 1を書き込ん

だ場合は連続書き込みモードとなります。RDビットとWTビットは同時に 1

にしないでください。 

6 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

5 WT 0 R/W* ライト 

本ビットに 1を書き込むと HIFDATAの値が、HIFADRに対応する HIFRAMの

位置へ書き込まれます。 

本ビットへ 1を書き込むのと同時に LOCKビットに対して 1を書き込むと

HIFRAMへの連続書き込み状態となり、高速なデータ転送が可能となります。

この場合、本ビットの値は、次に０を書き込むか、LOCKビットを 0にするま

で保持されます。 

LOCKビットに対して同時に 1を書き込まない場合は、HIFRAMに対して 1度

だけ書き込みが発生し、その後、本ビットの値は自動的に 0クリアされます。 

4 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

3 RD 0 R/W* リード 

本ビットに 1を書き込むとHIFADRに対応するHIFRAMのデータが、HIFDATA

に読み出されます。 

本ビットへ 1を書き込むのと同時に LOCKビットに対して 1を書き込むと

HIFRAMへの連続読み出し状態となり、高速なデータ転送が可能となります。

この場合、本ビットの値は、次に 0を書き込むか、LOCKビットを 0にするま

で保持されます。 

LOCKビットに対して同時に 1を書き込まない場合は、HIFRAMに対して 1度

だけ読み出しが発生し、その後、本ビットの値は自動的に 0クリアされます。 

2、1 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

0 AI/AD 0 R/W* アドレスオ－トインクリメント／デクリメント。 

LOCKビットが 1のときのみ有効なビットです。HIFRAMへのリードもしくは

ライトが発生するたびごとに、HIFADRの値が自動的に＋4もしくは－4しま

す。 

0：オ－トインクリメントモード（＋4） 

1：オ－トデクリメントモード（－4） 

【注】 * 外部デバイスからは、HIFRS端子をローレベルにした状態でライトのみ可能です。本 LSIの CPUからはライト無効

です。また HIFSCRの BMDビット、BSELビットにより、外部デバイスからアクセス可能な HIFRAMのバンクを

変更しても、本ビットの設定は影響を受けません。 
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13.4.5 HIF内部割り込み制御レジスタ（HIFIICR） 

HIFIICRは、32ビットのレジスタで、HIFに接続された外部デバイスから本 LSIの CPUに対して割り込みを発

生させるためのレジスタです。外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを

指定し、HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

IIC6 

IIC5 

IIC4 

IIC3 

IIC2 

IIC1 

IIC0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

内部割り込み要因 

IIR割り込みの要因を指定するためのビットです。本ビットは外部デバイスから

も本 LSIの CPUからも書き込みが可能です。本ビットを用いることにより割り

込みハンドラの処理を高速に行うことが可能となります。このビットは完全に

ソフトウェア制御であり、本ビットの値が本 LSIの動作に影響を与えることは

ありません。 

0 IIR 0 R/W 内部割り込みリクエスト 

このビットが 1の期間、本 LSIの CPUに対して割り込み要求（HIFI）が発生し

ます。 

 

13.4.6 HIF外部割り込み制御レジスタ（HIFEICR） 

HIFEICRは、32ビットのレジスタで、本 LSIから HIFに接続された外部デバイスに対して割り込みを発生させ

るためのレジスタです。外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、

HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説  明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

EIC6 

EIC5 

EIC4 

EIC3 

EIC2 

EIC1 

EIC0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

R/W 

外部割り込み要因 

EIR割り込みの要因を指定するためのビットです。本ビットは外部デバイスか

らも本 LSIの CPUからも書き込みが可能です。本ビットを用いることにより

割り込みハンドラの処理を高速に行うことが可能となります。このビットは完

全にソフトウェア制御であり、本ビットの値が本 LSIの動作に影響を与えるこ

とはありません。 

0 EIR 0 R/W 外部割り込みリクエスト 

このビットが 1の期間、本 LSIから外部デバイスに対して HIFINT端子をアサ

ートして割り込みを要求します。 
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13.4.7 HIFアドレスレジスタ（HIFADR） 

HIFADRは、32ビットのレジスタで、外部デバイスが HIFRAMをアクセスする際のアドレスを示します。

HIFMCRの LOCKビットの設定により HIFRAMへの連続アクセスが指定されているときは、HIFMCRの AI/AD

ビットの設定に従い、アドレスのオ－トインクリメント（＋4）もしくはオ－トデクリメント（－4）が HIFRAM

へのアクセスのたびに自動的に行われ、HIFADRが更新されます。本 LSIの CPUからはリードのみ可能です。外

部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、HIFRS端子をローレベル

にした状態で行ってください。 

 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～10 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

9～2 A9～A2 すべて 0 R/W* HIFRAMアドレス指定。 

外部デバイスが HIFRAMをアクセスする際のアドレスを 32ビット境界で

指定します。 

1、0 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

【注】 * 外部デバイスからは、HIFRS端子をローレベルにした状態でライトのみ可能です。本 LSIの CPUからはライト無効

です。 
 

13.4.8 HIFデータレジスタ（HIFDATA） 

HIFDATAは、32ビットのレジスタで、外部デバイスから HIFRAMへのライトデータや、HIFRAMからの外部

デバイスへのリードデータを保持するレジスタです。HIFRAMへのアクセスで HIFDATAを用いない場合は、HIF

に接続されている外部デバイスと、本 LSIの CPUとのデータ転送に用いることも可能です。本 LSIの CPUから、

リードもライトも可能です。外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの REG5～REG0ビットで本レジスタを指

定し、HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 D31～D0 すべて 0 R/W 32ビットデータ 
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13.4.9 HIFブート制御レジスタ（HIFBCR） 

HIFBCRは、32ビットのレジスタで、HIFRAMアクセスに関して、外部デバイスと本 LSIの CPUとの排他制御

を行うレジスタです。本 LSIの CPUからは、リードのみ可能です。外部デバイスからのアクセスは、HIFIDXの

REG5～REG0ビットで本レジスタを指定し、HIFRS端子をローレベルにした状態で行ってください。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7～1 － すべて 0 R/W ACビット書き込み用補助 

ATビットに 1を設定するためのビットパタ－ン（H'A5）書き込みに使用しま
す。読み出すと常に 0が読み出されます。 

0 AC 0/1 R/W HIFRAMアクセス排他制御 

HIFSCRの BMDビット、BSELビットによって選択された、本 LSIがアクセス
可能な HIFRAMのバンクに対して、本 LSIの CPUからのアクセス制御を行い
ます。 

0：本 LSIの CPUから HIFRAMへリード／ライトが可能です。 

1：本 LSIの CPUから HIFRAMへのリード／ライトが発生すると、CPUは
待機状態となり、本ビットが 0になるまで命令の実行を停止します。 

非 HIFブートモードで起動した場合、ACビットの初期値は 0です。 

HIFブートモードで起動した場合、ACビットの初期値は 1です。外部デバイ
スが HIF経由で HIFRAMにブートプログラムを格納した後、本ビットをクリア
することで、本 LSIの CPUは HIFRAMからブートします。 

外部デバイスが本ビットへ 1に設定する場合は、誤書き込み防止のため、
HIFBCR[7:0]に H'A5を書き込んでください。 

 

13.4.10 HIFDREQトリガレジスタ（HIFDTR） 

HIFDTRは、32ビットのレジスタで、本 LSIの CPUが本レジスタにライト動作を行うことで、HIFDREQ端子

がアサートされます。外部デバイスからのアクセスはできません。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～1 － すべて 0 R*1 リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

0 DTRG 0 R/W*1*2 HIFDREQトリガ 

本ビットに 1をライトすると、HIFSCRの DMDビット、DPOLビットの設定
に従って、HIFDREQ端子がアサートされます。また、本ビットは HIFDREQ
端子のネゲートに同期して、自動的にクリアされます。 

本 LSIの CPUからは、本ビットのセットはできますが、クリアはできません。 

HIFDREQ端子のネゲートによる本ビットのクリアと、本 LSIの CPUによるセ
ットが競合しないように、本 LSIの CPUによるセットの前に、必ずクリアさ
れていることを確認してください。 

【注】 *1 外部デバイスからは、アクセスできません。本 LSIの CPUからのみアクセス可能です。 

 *2 本 LSIの CPUからの 0ライトは無効です。 
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13.4.11 HIFバンク割り込み制御レジスタ（HIFBICR） 

HIFBICRは、32ビットのレジスタで、HIFバンク割り込みの制御を行います。外部デバイスからのアクセスは

できません。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～2 － すべて 0 R*1 リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に０にしてください。 

1 BIE 0 R/W*1 バンク割り込みイネーブル 

本 LSIの CPUに対して、バンク割り込み要求（HIFBI）を禁止するか、許可す

るかを設定します。 

0：HIFBIを禁止します。 

1：HIFBIを許可します。 

0 BIF 0 R/W*1*2 バンク割り込み要求フラグ 

本ビットが 1の期間、BIEの設定に従って、本 LSIの CPUに対してバンク割り

込み要求（HIFBI）を発生します。 

本ビットは、オ－トインクリメントモード（HIFMCRの AI/ADビット＝0）時

には、外部デバイスが HIFRAMの最後尾の 32ビットデータのアクセスを完了

し、HIFCSがネゲートされたときに自動的にセットされます。 

オ－トデクリメントモード（HIFMCRの AI/ADビット＝1）時には、外部デバ

イスが HIFRAMの先頭の 32ビットデータのアクセスを完了し、HIFCSがネゲ

ートされたときに自動的にセットされます。 

本 LSIの CPUからは、本ビットのクリアはできますが、セットはできません。 

外部デバイスの HIFRAMアクセスによる本ビットのセットと、本 LSIの CPU

によるクリアが競合しないように、ソフトウェアで保証してください。 

【注】 *1 外部デバイスからは、アクセスできません。本 LSIの CPUからのみアクセス可能です。 

 *2 本 LSIの CPUからは 1書き込みできません。 
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13.5 メモリマップ 
表 13.3に HIFRAMのメモリマップを示します。 

 
表 13.3 メモリマップ 

分類 開始アドレス 終了アドレス サイズ 

外部デバイスからみたマップ*1 H'0000 H'03FF 1KB 

本 LSIの CPUからみたマップ*1*2 H'F84E_0000 H'F84E_03FF 1KB 

【注】 *1 HIFRAMの 1バンクあたりのマップです。外部デバイスや本 LSIの CPUがどちらのバンクをアクセスするかは、

HIFSCRの BMDビット、BSELビットに依存し、マッピングアドレスはバンク間で共通です。 

 *2 ただし HIFブートモード時には、バンク 0が選択され、H'0000_0000～H'0１FF_FFFF（P0領域エリア 0の前半

32MB）、H'2000_0000～H'21FF_FFFF（P0領域エリア 0の前半 32MB）、H'4000_0000～H'41FF_FFFF（P0領

域エリア 0の前半 32MB）、H'6000_0000～H'61FF_FFFF（P0領域エリア 0の前半 32MB）、H'8000_0000～

H'81FF_FFFF（P1領域エリア 0の前半 32MB）、H'A000_0000～H'A１FF_FFFF（P2領域エリア 0の前半 32MB）、

および H'C000_0000～H'C1FF_FFFF（P3領域エリア 0の前半 32MB）おのおのの先頭 1KBにもマッピングされ

ます。 

キャッシュオンの状態で、P0、P1あるいは P3領域から HIFRAMをアクセスすると、外部デバイスが HIFRAMを

更新した場合、コヒ－レンシの問題が発生します。キャッシュオンの状態では、P2領域から HIFRAMをアクセス

することを推奨します。 

HIFブートモード時には、各エリア 0の前半 32MBのうち、HIFRAMがマッピングされている領域以外はアクセス

禁止です。 

HIFブートモード時であっても、エリア 0の後半 32MB、エリア 3、エリア 4、エリア 5B、エリア 5、エリア 6B、

エリア 6のおのおのは通常どおり、外部メモリにマッピングされます。 
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13.6 インタフェース（基本） 
図 13.3に基本シーケンスを示します。HIFRDのローレベル期間と HIFCSのローレベル期間のオーバラップ期

間でリードを規定し、HIFWRのローレベル期間と HIFCSのローレベル期間のオーバラップ期間でライトを規定し

ます。また HIFRS信号は、当該アクセスが通常アクセスなのか、インデックス／ステータスレジスタアクセスな

のかを示し、ローレベルならば通常アクセス、ハイレベルであればインデックス／ステータスレジスタアクセス

となります。 

HIFCS

HIFRS

ライトサイクル リードサイクル

HIFRD

HIFWR

HIFD15～HIFD00 WT_D RD_D

 

図 13.3 HIFインタフェース基本タイミング 

 

13.7 インタフェース（詳細） 

13.7.1 HIFIDXライト／HIFGSRリード 

HIFIDXへのライトおよび HIFGSRのリードは図 13.4のように行います。 

HIFCS

HIFRS

HIFIDX 
ライトサイクル

HIFGSR
リードサイクル

HIFRD

HIFWR

HIFD15～HIFD00 WT_D RD_D

 

図 13.4 HIFIDXライトおよび HIFGSRリード 
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13.7.2 HIFIDXと HIFGSR以外の HIFレジスタのリード／ライト 

図 13.5に示すように、HIFIDXと HIFGSR以外の HIFレジスタへのリード／ライトは最初 HIFRSをハイレベル

にした状態で HIFIDXに書き込みを行うことでアクセスするレジスタとバイト位置を選びます。その後 HIFRSを

ローレベルにして HIFIDXで選択したレジスタにリード／ライトを行ってください。 

HIFCS

HIFRS

インデックス
ライト

レジスタ
ライト

HIFRD

HIFWR

HIFD15～HIFD00 WT_DHIFIDX RD_D

レジスタ選択

レジスタ
リード

 

図 13.5 HIFレジスタ設定 

 

13.7.3 外部デバイスから HIFRAMへの連続データ書き込み 

図 13.6に外部デバイスから HIFRAMへの連続データ転送のタイミングチャートを示します。本タイミングチ

ャートで示すとおり、開始アドレスと最初の書き込みデータを設定すれば、それ以降は連続してデータを転送す

ることが可能となります。 

HIFCS

HIFRS

HIFRD

HIFWR

HIFD15～HIFD00 0016 AHAL 0018 D0D1 001A D2D3 000A 00A0 0018 D4D5 D8D9D6D7

HIFADR設定
[15:8]＝AH
[7:0]＝AL

HIFDATA 
選択

連続DATA書き込みHIFMCR設定
連続ライト
オートインク 
リメント

初回書き込みデータを 
HIFDATAに設定

[31:24]＝D0、[23:16]＝D1、
[15:8]＝D2、[7:0]＝D3

ハイレベル

 

図 13.6 HIFRAMへの連続データ書き込み 
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13.7.4 HIFRAMから外部デバイスへの連続読み出し 

図 13.7に HIFRAMから外部デバイスへの連続データ読み出しのタイミングチャートを示します。本タイミン

グチャートに示すとおり、開始アドレスを設定すれば、それ以降は連続してデータを読み出すことが可能となり

ます。 

HIFCS

HIFRS

HIFRD

HIFWR

HIFD15～HIFD00 0016 AHAL 000A 0088 0018 D0D1 D2D3 D4D5 D6D7 D8D9 DCDDDADB

HIFADR設定
[15:8]＝AH
[7:0]＝AL

HIFDATA 
選択

連続DATA読み出しHIFMCR設定
連続リード
オートインク 
リメント  

図 13.7 HIFRAMからの連続データ読み出し 
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13.8 外部 DMACインタフェース 
図 13.8～図 13.11に HIFDREQ出力タイミングを示します。HIFDREQのアサート開始は、HIFDTRの DTRGビ

ットへの 1ライトに同期します。HIFDREQネゲートタイミング、アサートレベルは、それぞれ HIFSCRの DMD

ビット、DPOLビットによって決まります。 

外部 DMACが HIFDREQをロ－アクティブでレベル検出する場合、DMD＝0、DPOL＝0を設定します。DTRG

に 1ライトしてから HIFCS＝HIFRS＝ローレベルを検出するまで、HIFDREQはローレベルを保持します。 

このモードで、HIFDREQ出力を使用する場合、HIFCSアサート期間と HIFRS確定期間のセットアップ、ホー

ルド時間の確保に注意してください。「19.4.9 HIFモジュール信号タイミング」に規定された tHIFAS/tHIFAHを満足

できない場合、HIFDREQが誤ってネゲートされることがあります。 

DTRGビット

DPOLビット

HIFDREQ

本LSIのCPUによるDTRGビット
セットに同期してアサート

HIFDREQネゲートと同時に
DTRGビットをクリア

HIFCS＝HIFRS＝ローレベルが成立するとネゲート。
レイテンシはtPCYC（周辺クロック周期）×3CYC以内。

HIFCS

HIFRS  

図 13.8 HIFDREQタイミング（DMD＝0、DPOL＝0の場合） 

 
外部 DMACが HIFDREQをハイアクティブでレベル検出する場合、DMD＝0、DPOL＝1を設定します。DPOL

＝1を設定した時点で、HIFDREQはローレベルとなります。その後、DTRGに 1ライトしてから HIFCS＝HIFRS

＝ローレベルを検出するまで、HIFDREQはハイレベルを保持します。 

このモードで、HIFDREQ出力を使用する場合、HIFCSアサート期間と HIFRS確定期間のセットアップ、ホー

ルド時間の確保に注意してください。「19.4.9 HIFモジュール信号タイミング」に規定された tHIFAS/tHIFAHを満足

できない場合、HIFDREQが誤ってネゲートされることがあります。 
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DTRGビット

DPOLビット

HIFDREQ

本LSIのCPUによるDPOLビット
セットに同期してネゲート

本LSIのCPUによるDTRGビット
セットに同期してアサート

HIFDREQネゲートと同時に
DTRGビットをクリア

HIFCS＝HIFRS＝ローレベルが成立するとネゲート。
レイテンシはtPCYC（周辺クロック周期）×3CYC以内。

HIFCS

HIFRS  

図 13.9 HIFDREQタイミング続き（DMD＝0、DPOL＝1の場合） 

 
外部 DMACが HIFDREQを立ち下がりエッジ検出する場合、DMD＝1、DPOL＝0を設定します。HIFDREQに

は、DTRGに 1ライトしてから周辺クロック換算で 32サイクル幅のローパルスが生成されます。 

DTRGビット

DPOLビット

HIFDREQ

本LSIのCPUによるDTRGビット
セットに同期してアサート

HIFDREQネゲートと同時に
DTRGビットをクリア

アサート後、 
tPCYC（周辺クロック周期）×32cyc
経過するとネゲート  

図 13.10 HIFDREQタイミング続き（DMD＝1、DPOL＝0の場合） 

 
外部 DMACが HIFDREQを立ち上がりエッジ検出する場合、DMD＝1、DPOL＝1を設定します。DPOL＝1を

設定した時点で、HIFDREQはローレベルとなります。その後、HIFDREQには、DTRGに 1ライトしてから周辺

クロック換算で 32サイクル幅のローパルスが生成されます。 

DTRGビット

DPOLビット

HIFDREQ

本LSIのCPUによるDTRGビット
セットに同期してアサート

本LSIのCPUによるDPOLビット
セットに同期してネゲート

HIFDREQネゲートと同時に
DTRGビットをクリア

アサート後、 
tPCYC（周辺クロック周期）×32cyc
経過するとネゲート  

図 13.11 HIFDREQタイミング続き（DMD＝1、DPOL＝1の場合） 
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外部 DMACが間欠動作モード（ブロック転送モード）をサポートしている場合、HIFRAMの連続アクセス機能

とバンク機能を利用して、効率の良いデータ転送が可能です。 
 

表 13.4 外部 DMACによる HIFRAMへの連続ライト手順例 

外部デバイス 本 LSI 番号 

CPU DMAC HIF CPU 

1 HIF初期設定   HIF初期設定 

2 DMAC初期設定    

3 HIFADRを（HIFRAMの

最終アドレス－8）に設

定 

   

4 HIFDATAを選択し、

HIFDATAにダミーデー

タ（4バイト）書き込み

   

5 HIFMCRでアドレスイ

ンクリメントの

HIFRAM連続ライトを

設定 

   

6 HIFDATA選択し、

HIFRAMにダミーデー

タ(4バイト)書き込み 

→  → HIFバンク割り込み発生 → HIFバンク割り込みハン

ドラで HIFRAMバンク

切り替え（外部デバイス

はバンク 1アクセス、本

LSIの CPUはバンク 0

をアクセス） 

7  DMAC起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

8  HIFRAMバンク 1にデー

タ連続書き込み 

  

9  HIFRAMバンク 1の最終

アドレスへの書き込み完

了し、いったん停止 

→ HIFバンク割り込み発生 → HIFバンク割り込みハン

ドラで HIFRAMバンク

切り替え（外部デバイス

はバンク 0アクセス、本

LSIの CPUはバンク 1

をアクセス） 

10  DMAC再起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

11  HIFRAMバンク 0にデー

タ連続書き込み 

 HIFRAMバンク 1のデー

タを読み出し 

12  HIFRAMバンク 0の最終

アドレスへの書き込み完

了し、いったん停止 

→ HIFバンク割り込み発生 → HIFバンク割り込みハン

ドラで HIFRAMバンク

切り替え（外部デバイス

はバンク 1アクセス、本

LSIの CPUはバンク 0

をアクセス） 
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外部デバイス 本 LSI 番号 

CPU DMAC HIF CPU 

13  DMAC再起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

以降 11番～13番の繰り返し。HIFDATA以外のレジスタをアクセスすると（ただし、HIFRS＝ローレベル状態での HIFGSR

リードは除く）、HIFRAM連続ライトが途切れ、再度 3番～6番の手続きが必要となります。 

 
表 13.5 外部 DMACによる HIFRAMからの連続リード手順例 

外部デバイス 本 LSI 番号 

CPU DMAC HIF CPU 

1 HIF初期設定   HIF初期設定 

2 DMAC初期設定    

3 HIFADRを（HIFRAMの

先頭）に設定 

   

4 HIFMCRでアドレスイ

ンクリメントの

HIFRAM連続リードを

設定 

   

5 HIFDATA選択    

6    HIFRAMバンク 1にデー

タを書き込み 

7    HIFRAMバンク 1の最終

アドレスにデータ書き

込み後、HIFRAMバンク

切り替え（外部デバイス

はバンク 1アクセス、本

LSIの CPUはバンク 0

をアクセス） 

8  DMAC起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

9  HIFRAMバンク 1からデ

ータ連続読み出し 

 HIFRAMバンク 0にデー

タを書き込み 

10  HIFRAMバンク 1の最終

アドレスからの読み出し

完了し、いったん停止 

→ HIFバンク割り込み発生 → HIFバンク割り込みハン

ドラで HIFRAMバンク

切り替え（外部デバイス

はバンク 0アクセス、本

LSIの CPUはバンク 1

をアクセス） 

11  DMAC再起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

12  HIFRAMバンク 0からデ

ータ連続読み出し 

 HIFRAMバンク 1にデー

タを書き込み 
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外部デバイス 本 LSI 番号 

CPU DMAC HIF CPU 

13  HIFRAMバンク 0の最終

アドレスからの読み出し

完了し、いったん停止 

→ HIFバンク割り込み発生 → HIFバンク割り込みハン

ドラで HIFRAMバンク

切り替え 

（外部デバイスはバン

ク 1アクセス、 

本LSIのCPUはバンク0

をアクセス） 

14  DMAC再起動 ← HIFDREQアサート ← DTRGビットをセット 

以降 12番～14番の繰り返し。HIFDATA以外のレジスタをアクセスすると（ただし、HIFRS＝ローレベル状態での HIFGSR

リードは除く）、HIFRAM連続リードが途切れ、再度 3番～5番の手続きが必要となります。 

 

13.9 外部デバイス電源遮断時のインタフェース 
本モジュールとインタフェースをとる外部デバイスの電源が遮断された場合、本モジュールの入力端子に中間

電位が印加されたり、本モジュールの出力端子が通電されていないデバイスをドライブしたりすることがあり、

これはデバイス破壊の原因となります。これを防ぐため、HIFEBL端子を設けています。システム電源監視ブロッ

クが、外部デバイスの電源遮断に同期して本端子を制御することで、本モジュールの全端子をハイインピーダン

ス状態にできます。図 13.12にハイインピーダンス制御のイメージを示します。また、表 13.6に HIF端子の入出

力制御をまとめます。 

HIFCS

HIFWR

HIFRD

HIFD15～HIFD00

HIFRS

HIFMD

HIFINT

HIFDREQ

HIFRDY

HIFEBL  

図 13.12 HIFEBLによる HIF端子ハイインピーダンス制御イメージ 



13. ホストインタフェース（HIF） 

Rev.4.00  2007.06.13  13-23 
  RJJ09B0262-0400 

表 13.6 HIF端子の入出力制御 

LSI状態 RES端子によるリセット中 RES端子によるリセットを解除した後 

HIFMD 

入力レベル 

High 

(ブート指定) 

Low 

(非ブート指定) 

High 

(ブート指定でリセット解除後) 

Low 

(非ブート指定で 

リセット解除後) 

HIFEBL 

入力レベル 

Low High 本端子への入力値

による HIF端子制

御は無効です。 

本端子は汎用入力

ポートとなります。

Low High 初期状態は汎用入

力ポートです。*1 

HIFRDY 

出力制御 

出力バッファ ON 

（Low出力） 

出力バッファ ON 

（Low出力） 

汎用入力ポートと

なります。 

出力バッファ OFF 出力バッファ ON 

（シーケンス出力） 

初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFINT 

出力制御 

出力バッファ OFF 出力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

出力バッファ OFF 出力バッファ ON 

（シーケンス出力） 

初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFDREQ 

出力制御 

出力バッファ OFF 出力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

出力バッファ OFF 出力バッファ ON 

（シーケンス出力） 

初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFD15～ 

HIFD0 

入出力制御 

入出力バッファ

OFF 

入出力バッファ

OFF 

汎用入力ポートと

なります。 

入出力バッファ

OFF 

HIFCS/HIFWR/ 

HIFRDへの入力レ

ベルに従って入出

力バッファ制御 

初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFCS 

入力制御 

入力バッファ OFF 入力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

入力バッファ OFF 入力バッファ ON 初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFRS 

入力制御 

入力バッファ OFF 入力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

入力バッファ OFF 入力バッファ ON 初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFWR 

入力制御 

入力バッファ OFF 入力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

入力バッファ OFF 入力バッファ ON 初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

HIFRD 

入力制御 

入力バッファ OFF 入力バッファ OFF 汎用入力ポートと

なります。 

入力バッファ OFF 入力バッファ ON 初期状態は汎用入

力ポートです。*2 

【注】 *1 PFC設定で HIFEBL機能を選択することも可能です。 

 *2 PFC設定で HIF機能を選択することも可能です。 

PFC設定で HIFEBL端子を選択し、本端子も HIF端子として選択した場合は、HIFEBL入力レベルによって入出力

バッファが制御されます。 

PFC設定で HIFEBL端子を選択しないで、本端子を HIF端子として選択した場合は、入出力バッファは OFFのま

まとなります。このような設定はしないでください。 
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14. ピンファンクションコントローラ（PFC） 

ピンファンクションコントローラ（PFC）は、マルチプレクス端子の機能と、その入出力の方向を選ぶためのレ

ジスタで構成されています。表 14.1～表 14.5に本 LSIのマルチプレクス端子を示します。表 14.6に動作モード

別端子機能一覧を示します。 
 

表 14.1 マルチプレクス一覧表（ポート A） 

ポート 機能 1 

（関連モジュール） 

機能 2 

（関連モジュール） 

機能 3 

（関連モジュール） 

機能 4 

（関連モジュール） 

A PA16入出力（ポート） A16出力（BSC） － － 

 PA17入出力（ポート） A17出力（BSC） － － 

 PA18入出力（ポート） A18出力（BSC） － － 

 PA19入出力（ポート） A19出力（BSC） － － 

 PA20入出力（ポート） A20出力（BSC） － － 

 PA21入出力（ポート） A21出力（BSC） － － 

 PA22入出力（ポート） A22出力（BSC） － － 

 PA23入出力（ポート） A23出力（BSC） － － 

 PA24入出力（ポート） A24出力（BSC） － － 

 PA25入出力（ポート） A25出力（BSC） － － 
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表 14.2 マルチプレクス一覧表（ポート B） 

ポート 機能 1 

（関連モジュール）

機能 2 

（関連モジュール） 

機能 3 

（関連モジュール） 

機能 4 

（関連モジュール） 

B PB00入出力 

（ポート） 

WAIT入力

（BSC） 

  － － 

 PB01入出力 

（ポート） 

  IOIS16入力

（BSC） 

－ － 

 PB02入出力 

（ポート） 

 CKE出力

（BSC） 

 － － 

 PB03入出力 

（ポート） 

 CAS出力

（BSC） 

 － － 

 PB04入出力 

（ポート） 

 RAS出力

（BSC） 

 － － 

 PB05入出力 

（ポート） 

  ICIORD出力

（BSC） 

－ － 

 PB06入出力 

（ポート） 

  ICIOWR出力

（BSC） 

－ － 

 PB07入出力 

（ポート） 

  CE2B出力

（BSC） 

－ － 

 PB08入出力 

（ポート） 

CS6B出力

（BSC） 

 CE1B出力

（BSC） 

－ － 

 PB09入出力 

（ポート） 

  CE2A出力

（BSC） 

－ － 

 PB10入出力 

（ポート） 

CS5B出力

（BSC） 

 CE1A出力

（BSC） 

－ － 

 PB11入出力 

（ポート） 

CS4出力

（BSC） 

  － － 

 PB12入出力 

（ポート） 

CS3出力

（BSC） 

  － － 

 PB13入出力 

（ポート） 

BS出力

（BSC） 

  － － 
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表 14.3 マルチプレクス一覧表（ポート C） 

ポート 機能 1 

（関連モジュール） 

機能 2 

（関連モジュール） 

機能 3 

（関連モジュール） 

機能 4 

（関連モジュール） 

C PC00入出力（ポート） － － － 

 PC01入出力（ポート） － － － 

 PC02入出力（ポート） － － － 

 PC03入出力（ポート） － － － 

 PC04入出力（ポート） － － － 

 PC05入出力（ポート） － － － 

 PC06入出力（ポート） － － － 

 PC07入出力（ポート） － － － 

 PC08入出力（ポート） － － － 

 PC09入出力（ポート） － － － 

 PC10入出力（ポート） － － － 

 PC11入出力（ポート） － － － 

 PC12入出力（ポート） － － － 

 PC13入出力（ポート） － － － 

 PC14入出力（ポート） － － － 

 PC15入出力（ポート） － － － 

 PC16入出力（ポート） － － － 

 PC17入出力（ポート） － － － 

 PC18入出力（ポート） － － － 

 PC19入出力（ポート） － － － 

 PC20入出力（ポート） － － － 

 
表 14.4 マルチプレクス一覧表（ポート D） 

ポート 機能 1 

（関連モジュール） 

機能 2 

（関連モジュール） 

機能 3 

（関連モジュール） 

機能 4 

（関連モジュール） 

D PD0入出力（ポート） IRQ0入力（INTC） － － 

 PD1入出力（ポート） IRQ1入力（INTC） － － 

 PD2入出力（ポート） IRQ2入力（INTC） TxD1出力（SCIF） － 

 PD3入出力（ポート） IRQ3入力（INTC） RxD1入力（SCIF） － 

 PD4入出力（ポート） IRQ4入力（INTC） SCK1入出力（SCIF） － 

 PD5入出力（ポート） IRQ5入力（INTC） TxD2出力（SCIF） － 

 PD6入出力（ポート） IRQ6入力（INTC） RxD2入力（SCIF） － 

 PD7入出力（ポート） IRQ7入力（INTC） SCK2入出力（SCIF） － 
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表 14.5 マルチプレクス一覧表（ポート E） 

ポート 機能 1 

（関連モジュール） 

機能 2 

（関連モジュール） 

機能 3 

（関連モジュール） 

機能 4 

（関連モジュール） 

E PE00入出力（ポート） HIFEBL入力（HIF） － － 

 PE01入出力（ポート） HIFRDY出力（HIF） － － 

 PE02入出力（ポート） HIFDREQ出力（HIF） － － 

 PE03入出力（ポート） HIFMD入力（HIF） － － 

 PE04入出力（ポート） HIFINT出力（HIF） － － 

 PE05入出力（ポート） HIFRD入力（HIF） － － 

 PE06入出力（ポート） HIFWR入力（HIF） － － 

 PE07入出力（ポート） HIFRS入力（HIF） － － 

 PE08入出力（ポート） HIFCS入力（HIF） － － 

 PE09入出力（ポート） HIFD00入出力（HIF） － － 

 PE10入出力（ポート） HIFD01入出力（HIF） － － 

 PE11入出力（ポート） HIFD02入出力（HIF） － － 

 PE12入出力（ポート） HIFD03入出力（HIF） － － 

 PE13入出力（ポート） HIFD04入出力（HIF） － － 

 PE14入出力（ポート） HIFD05入出力（HIF） － － 

 PE15入出力（ポート） HIFD06入出力（HIF） TxD0出力（SCIF） － 

 PE16入出力（ポート） HIFD07入出力（HIF） RxD0入力（SCIF） － 

 PE17入出力（ポート） HIFD08入出力（HIF） SCK0入出力（SCIF） － 

 PE18入出力（ポート） HIFD09入出力（HIF） TxD1出力（SCIF） － 

 PE19入出力（ポート） HIFD10入出力（HIF） RxD1入力（SCIF） － 

 PE20入出力（ポート） HIFD11入出力（HIF） SCK1入出力（SCIF） － 

 PE21入出力（ポート） HIFD12入出力（HIF） RTS0出力（SCIF） － 

 PE22入出力（ポート） HIFD13入出力（HIF） CTS0入力（SCIF） － 

 PE23入出力（ポート） HIFD14入出力（HIF） RTS1出力（SCIF） － 

 PE24入出力（ポート） HIFD15入出力（HIF） CTS1入力（SCIF） － 
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表 14.6 動作モード別端子一覧 

ピン 非 HIFブートモード HIFブートモード 

番号 初期機能 PFCで設定可能な機能 初期機能 PFCで設定可能な機能 

C14 A00 － A00 － 

B15 A01 － A01 － 

B14 A02 － A02 － 

C13 A03 － A03 － 

B13 A04 － A04 － 

C12 A05 － A05 － 

A13 A06 － A06 － 

B12 A07 － A07 － 

D11 A08 － A08 － 

A12 A09 － A09 － 

C11 A10 － A10 － 

D10 A11 － A11 － 

C10 A12 － A12 － 

A10 A13 － A13 － 

B10 A14 － A14 － 

D9 A15 － A15 － 

B6 PA16 PA16/A16 PA16 PA16/A16 

C5 PA17 PA17/A17 PA17 PA17/A17 

A5 PA18 PA18/A18 PA18 PA18/A18 

B5 PA19 PA19/A19 PA19 PA19/A19 

D5 PA20 PA20/A20 PA20 PA20/A20 

C4 PA21 PA21/A21 PA21 PA21/A21 

A3 PA22 PA22/A22 PA22 PA22/A22 

D4 PA23 PA23/A23 PA23 PA23/A23 

B3 PA24 PA24/A24 PA24 PA24/A24 

A2 PA25 PA25/A25 PA25 PA25/A25 

C8 PB00 PB00/WAIT PB00 PB00/WAIT 

D7 PB01 PB01/IOIS16 PB01 PB01/IOIS16 

E12 PB02 PB02/CKE PB02 PB02/CKE 

D13 PB03 PB03/CAS PB03 PB03/CAS 

C15 PB04 PB04/RAS PB04 PB04/RAS 

E13 （WE0/DQMLL） － （WE0/DQMLL） － 

E15 （WE1/DQMLU/WE） － （WE1/DQMLU/WE） － 

A8 PB05 PB05/ICIORD PB05 PB05/ICIORD 
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ピン 非 HIFブートモード HIFブートモード 

番号 初期機能 PFCで設定可能な機能 初期機能 PFCで設定可能な機能 

B8 PB06 PB06/ICIOWR PB06 PB06/ICIOWR 

A9 RD － RD － 

E14 RDWR － RDWR － 

C6 PB07 PB07/CE2B PB07 PB07/CE2B 

A6 PB08 PB08/（CS6B/CE1B） PB08 PB08/（CS6B/CE1B） 

C7 PB09 PB09/CE2A PB09 PB09/CE2A 

D6 PB10 PB10/（CS5B/CE1A） PB10 PB10/（CS5B/CE1A） 

B9 PB11 PB11/CS4 PB11 PB11/CS4 

D12 PB12 PB12/CS3 PB12 PB12/CS3 

D8 CS0 － CS0 － 

C9 PB13 PB13/BS PB13 PB13/BS 

R3 PC00 PC00 PC00 PC00 

P4 PC01 PC01 PC01 PC01 

M5 PC02 PC02 PC02 PC02 

R4 PC03 PC03 PC03 PC03 

P6 PC04 PC04 PC04 PC04 

M7 PC05 PC05 PC05 PC05 

N7 PC06 PC06 PC06 PC06 

R7 PC07 PC07 PC07 PC07 

N4 PC08 PC08 PC08 PC08 

N3 PC09 PC09 PC09 PC09 

N5 PC10 PC10 PC10 PC10 

N6 PC11 PC11 PC11 PC11 

P7 PC12 PC12 PC12 PC12 

R6 PC13 PC13 PC13 PC13 

R8 PC14 PC14 PC14 PC14 

P3 PC15 PC15 PC15 PC15 

P2 PC16 PC16 PC16 PC16 

P1 PC17 PC17 PC17 PC17 

M6 PC18 PC18 PC18 PC18 

M9 PC19 PC19 PC19 PC19 

P8 PC20 PC20 PC20 PC20 

D1 PD0 PD0/IRQ0 PD0 PD0/IRQ0 

E4 PD1 PD1/IRQ1 PD1 PD1/IRQ1 

D2 PD2 PD2/IRQ2/TxD1 PD2 PD2/IRQ2/TxD1 
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ピン 非 HIFブートモード HIFブートモード 

番号 初期機能 PFCで設定可能な機能 初期機能 PFCで設定可能な機能 

C1 PD3 PD3/IRQ3/RxD1 PD3 PD3/IRQ3/RxD1 

D3 PD4 PD4/IRQ4/SCK1 PD4 PD4/IRQ4/SCK1 

C2 PD5 PD5/IRQ5/TxD2 PD5 PD5/IRQ5/TxD2 

C3 PD6 PD6/IRQ6/RxD2 PD6 PD6/IRQ6/RxD2 

B2 PD7 PD7/IRQ7/SCK2 PD7 PD7/IRQ7/SCK2 

N2 PE00 PE00/HIFEBL HIFEBL PE00/HIFEBL 

M4 PE01 PE01/HIFRDY HIFRDY PE01/HIFRDY 

N1 PE02 PE02/HIFDREQ HIFDREQ PE02/HIFDREQ 

M3 HIFMD PE03/HIFMD HIFMD PE03/HIFMD 

L4 PE04 PE04/HIFINT HIFINT PE04/HIFINT 

L2 PE05 PE05/HIFRD HIFRD PE05/HIFRD 

L1 PE06 PE06/HIFWR HIFWR PE06/HIFWR 

L3 PE07 PE07/HIFRS HIFRS PE07/HIFRS 

E3 PE08 PE08/HIFCS HIFCS PE08/HIFCS 

K3 PE09 PE09/HIFD00 HIFD00 PE09/HIFD00 

K4 PE10 PE10/HIFD01 HIFD01 PE10/HIFD01 

J2 PE11 PE11/HIFD02 HIFD02 PE11/HIFD02 

J1 PE12 PE12/HIFD03 HIFD03 PE12/HIFD03 

J3 PE13 PE13/HIFD04 HIFD04 PE13/HIFD04 

J4 PE14 PE14/HIFD05 HIFD05 PE14/HIFD05 

H2 PE15 PE15/HIFD06/TxD0 HIFD06 PE15/HIFD06/TxD0 

H1 PE16 PE16/HIFD07/RxD0 HIFD07 PE16/HIFD07/RxD0 

G2 PE17 PE17/HIFD08/SCK0 HIFD08 PE17/HIFD08/SCK0 

G1 PE18 PE18/HIFD09/TxD1 HIFD09 PE18/HIFD09/TxD1 

G3 PE19 PE19/HIFD10/RxD1 HIFD10 PE19/HIFD10/RxD1 

G4 PE20 PE20/HIFD11/SCK1 HIFD11 PE20/HIFD11/SCK1 

F2 PE21 PE21/HIFD12/RTS0 HIFD12 PE21/HIFD12/RTS0 

F1 PE22 PE22/HIFD13/CTS0 HIFD13 PE22/HIFD13/CTS0 

F3 PE23 PE23/HIFD14/RTS1 HIFD14 PE23/HIFD14/RTS1 

F4 PE24 PE24/HIFD15/CTS1 HIFD15 PE24/HIFD15/CTS1 

L12 D00 － D00 － 

L13 D01 － D01 － 

L14 D02 － D02 － 

L15 D03 － D03 － 

K12 D04 － D04 － 
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ピン 非 HIFブートモード HIFブートモード 

番号 初期機能 PFCで設定可能な機能 初期機能 PFCで設定可能な機能 

K13 D05 － D05 － 

K15 D06 － D06 － 

K14 D07 － D07 － 

F13 D08 － D08 － 

F12 D09 － D09 － 

G14 D10 － D10 － 

G15 D11 － D11 － 

H14 D12 － D12 － 

H15 D13 － D13 － 

H13 D14 － D14 － 

H12 D15 － D15 － 

M11 TRST入力 － TRST入力 － 

N11 TDO出力 － TDO出力 － 

R11 TDI入力 － TDI入力 － 

P11 TMS入力 － TMS入力 － 

N10 TCK入力 － TCK入力 － 

P13 EXTAL入力 － EXTAL入力 － 

R14 XTAL出力 － XTAL出力 － 

J15 CKIO出力 － CKIO出力 － 

R9 TESTOUT2出力 － TESTOUT2出力 － 

N12 ASEMD入力 － ASEMD入力 － 

R13 TESTMD入力 － TESTMD入力 － 

P9 MD3入力 － MD3入力 － 

J14 MD2入力 － MD2入力 － 

N15 MD1入力 － MD1入力 － 

R15 MD0入力 － MD0入力 － 

R12 RES入力 － RES入力 － 

P12 NMI入力 － NMI入力 － 

M10 MD5入力 － MD5入力 － 

N9 TESTOUT出力 － TESTOUT出力 － 
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14.1 レジスタの説明 
PFCには以下のレジスタがあります。レジスタのアドレスおよび各処理におけるレジスタの状態については「第

18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートA・IOレジスタH（PAIORH） 

• ポートAコントロールレジスタH1（PACRH1） 

• ポートAコントロールレジスタH2（PACRH2） 

• ポートB・IOレジスタL（PBIORL）  

• ポートBコントロールレジスタL1（PBCRL1） 

• ポートBコントロールレジスタL2（PBCRL2） 

• ポートC・IOレジスタH（PCIORH） 

• ポートC・IOレジスタL（PCIORL） 

• ポートD・IOレジスタL（PDIORL） 

• ポートDコントロ－ルレジスタL2（PDCRL2） 

• ポートE・IOレジスタH（PEIORH） 

• ポートE・IOレジスタL（PEIORL） 

• ポートEコントロールレジスタH1（PECRH1） 

• ポートEコントロールレジスタH2（PECRH2） 

• ポートEコントロールレジスタL1（PECRL1） 

• ポートEコントロールレジスタL2（PECRL2） 
 

14.1.1 ポート A・IOレジスタ H（PAIORH） 

PAIORHは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポートAにある端子の入出力方向を選びます。

PA25IOR～PA16IORビットが、それぞれ PA25～PA16端子（端子名からポート以外のマルチプレクス端子名を省

略）に対応しています。PAIORHはポート Aの端子機能が汎用入出力（PA25～PA16）の場合に有効でそれ以外の

場合は無効です。 

PAIORHのビットを 1にすると、対応する端子は出力になり、0にすると入力になります。 

PAIORHのビット 15～10はリザーブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0と

してください。 

PAIORHの初期値は H'0000です。 
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14.1.2 ポート Aコントロールレジスタ H1、H2（PACRH1、PACRH2） 

PACRH1、PACRH2は、それぞれ 16ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタで、ポート Aにあるマルチプ

レクス端子の機能を選びます。 
 
レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～3 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に
してください。 

2 PA25MD0 0 R/W PA25モードビット 

PA25/A25端子の機能を選びます。 

0：PA25入出力（ポート） 

1：A25出力（BSC） 

1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0
にしてください。 

PACRH1 

0 PA24MD0 0 R/W PA24モードビット 

PA24/A24端子の機能を選びます。 

0：PA24入出力（ポート） 

1：A24出力（BSC） 

15 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に
してください。 

14 PA23MD0 0 R/W PA23モードビット 

PA23/A23端子の機能を選びます。 

0：PA23入出力（ポート） 

1：A23出力（BSC） 

13 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に
してください。 

12 PA22MD0 0 R/W PA22モードビット 

PA22/A22端子の機能を選びます。 

0：PA22入出力（ポート） 

1：A22出力（BSC） 

11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に
してください。 

PACRH2 

10 PA21MD0 0 R/W PA21モードビット 

PA21/A21端子の機能を選びます。 

0：PA21入出力（ポート） 

1：A21出力（BSC） 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に

してください。 

8 PA20MD0 0 R/W PA20モードビット 

PA20/A20端子の機能を選びます。 

0：PA20入出力（ポート） 

1：A20出力（BSC） 

7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に

してください。 

6 PA19MD0 0 R/W PA19モードビット 

PA19/A19端子の機能を選びます。 

0：PA19入出力（ポート） 

1：A19出力（BSC） 

5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に

してください。 

4 PA18MD0 0 R/W PA18モードビット 

PA18/A18端子の機能を選びます。 

0：PA18入出力（ポート） 

1：A18出力（BSC） 

3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に

してください。 

2 PA17MD0 0 R/W PA17モードビット 

PA17/A17端子の機能を選びます。 

0：PA17入出力（ポート） 

1：A17出力（BSC） 

1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0に

してください。 

PACRH2 

0 PA16MD0 0 R/W PA16モードビット 

PA16/A16端子の機能を選びます。 

0：PA16入出力（ポート） 

1：A16出力（BSC） 
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14.1.3 ポート B・IOレジスタ L（PBIORL） 

PBIORLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Bにある端子の入出力方向を選びます。

PB13IOR～PB0IORビットが、それぞれ PB13～PB00端子（端子名からポート以外のマルチプレクス端子名を省略）

に対応しています。PBIORLはポート Bの端子機能が汎用入出力（PB13～PB00）の場合に有効で、それ以外の場

合は無効です。 

PBIORLのビットを 1にすると、対応する端子は出力になり、0にすると入力になります。 

PBIORLのビット 15、14はリザーブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0と

してください。 

PBIORLの初期値は H'0000です。 
 

14.1.4 ポート Bコントロールレジスタ L1、L2（PBCRL1、PBCRL2） 

PBCRL1、PBCRL2は、それぞれ 16ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタで、ポート Bにあるマルチプ

レクス端子の機能を選びます。 
 
レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PBCRL1 15～11 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 10 PB13MD0 0 R/W PB13モードビット 

PB13/BS端子の機能を選びます。 

0：PB13入出力（ポート） 

1：BS出力（BSC） 

 9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 8 PB12MD0 0 R/W PB12モードビット 

PB12/CS3端子の機能を選びます。 

0：PB12入出力（ポート） 

1：CS3出力（BSC） 

 7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 6 PB11MD0 0 R/W PB11モードビット 

PB11/CS4端子の機能を選びます。 

0：PB11入出力（ポート） 

1：CS4出力（BSC） 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PBCRL1 5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 4 PB10MD0 0 R/W PB10モードビット 

PB10/CS5B/CE1A端子の機能を選びます。 

0：PB10入出力（ポート） 

1：CS5B/CE1A出力（BSC） 

 3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 2 PB9MD0 0 R/W PB9モードビット 

PB09/CE2A端子の機能を選びます。 

0：PB09入出力（ポート） 

1：CE2A出力（BSC） 

 1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 0 PB8MD0 0 R/W PB8モードビット 

PB08/CS6B/CE1B端子の機能を選びます。 

0：PB13入出力（ポート） 

1：CS6B/CE1B出力（BSC） 

PBCRL2 15 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 14 PB7MD0 0 R/W PB7モードビット 

PB07/CE2B端子の機能を選びます。 

0：PB07入出力（ポート） 

1：CE2B出力（BSC） 

 13 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 12 PB6MD0 0 R/W PB6モードビット 

PB06/ICIOWR端子の機能を選びます。 

0：PB06入出力（ポート） 

1：ICIOWR出力（BSC） 

 11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PBCRL2 10 PB5MD0 0 R/W PB5モードビット 

PB05/ICIORD端子の機能を選びます。 

0：PB05入出力（ポート） 

1：ICIORD出力（BSC） 

 9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 8 PB4MD0 0 R/W PB4モードビット 

PB04/RAS端子の機能を選びます。 

0：PB04入出力（ポート） 

1：RAS出力（BSC） 

 7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 6 PB3MD0 0 R/W PB3モードビット 

PB03/CAS端子の機能を選びます。 

0：PB03入出力（ポート） 

1：CAS出力（BSC） 

 5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 4 PB2MD0 0 R/W PB2モードビット 

PB02/CKE端子の機能を選びます。 

0：PB02入出力（ポート） 

1：CKE出力（BSC） 

 3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 2 PB1MD0 0 R/W PB1モードビット 

PB01/IOIS16端子の機能を選びます。 

0：PB01入出力（ポート） 

1：IOIS16入力（BSC） 

 1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 0 PB0MD0 0 R/W PB0モードビット 

PB00/WAIT端子の機能を選びます。 

0：PB00入出力（ポート） 

1：WAIT入力（BSC） 
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14.1.5 ポート C・IOレジスタ H、L（PCIORH、PCIORL） 

PCIORH、PCIORLは、それぞれ読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Cにある端子の入

出力方向を選びます。PC20IOR～PC0IORビットが、それぞれ PC20～PC00端子（端子名からポート以外のマルチ

プレクス端子名を省略）に対応しています。PCIORHはポート Cの端子機能が汎用入出力（PC20～PC16）の場合

に有効でそれ以外の場合は無効です。PCIORLはポート Cの端子機能が汎用入出力（PC15～PC00）の場合に有効

でそれ以外の場合は無効です。 

PCIORHおよび PCIORLのビットを 1にすると、対応する端子は出力になり、0にすると入力になります。 

PCIORHのビット 15～5はリザーブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0と

してください。 

PCIORH、PCIORLの初期値はそれぞれ H'0000です。 
 

14.1.6 ポート D・IOレジスタ L（PDIORL） 

PDIORLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポートDにある端子の入出力方向を選びます。

PD7IOR～PD0IORビットが、それぞれ、PD7～PD0端子（端子名からポート以外のマルチプレクス端子名を省略）

に対応しています。PDIORLはポート Dの端子機能が汎用入出力（PD7～PD0）の場合に有効での場合に有効でそ

れ以外の場合は無効です。 

PDIORLのビットを 1にすると、対応する端子は出力になり、0にすると入力になります。 

PDIORLのビット 15～8はリザーブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0と

してください。 

PDIORLの初期値は H'0000です。 
 

14.1.7 ポート Dコントロールレジスタ L2（PDCRL2） 

PDCRL2は、16ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタで、ポート Dにあるマルチプレクス端子の機能を

選びます。 
 
レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PDCRL2 15 

14 

PD7MD1 

PD7MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD7モードビット 

PD7/IRQ7/SCK2端子の機能を選びます。 

00：PD7入出力（ポート） 

01：IRQ7入力（INTC） 

10：SCK2入出力（SCIF） 

11：設定禁止 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PDCRL2 13 

12 

PD6MD1 

PD6MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD6モードビット 

PD6/IRQ6/RxD2端子の機能を選びます。 

00：PD6入出力（ポート） 

01：IRQ6入力（INTC） 

10：RxD2入力（SCIF） 

11：設定禁止 

 11 

10 

PD5MD1 

PD5MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD5モードビット 

PD5/IRQ5/TxD2端子の機能を選びます。 

00：PD5入出力（ポート） 

01：IRQ5入力（INTC） 

10：TxD2出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 9 

8 

PD4MD1 

PD4MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD4モードビット 

PD4/IRQ4/SCK1端子の機能を選びます。 

00：PD4入出力（ポート） 

01：IRQ4入力（INTC） 

10：SCK1入出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 7 

6 

PD3MD1 

PD3MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD3モードビット 

PD3/IRQ3/RxD1端子の機能を選びます。 

00：PD3入出力（ポート） 

01：IRQ3入力（INTC） 

10：RxD1入力（SCIF） 

11：設定禁止 

 5 

4 

PD2MD1 

PD2MD0 

0 

0 

R/W 

R/W 

PD2モードビット 

PD2/IRQ2/TxD1端子の機能を選びます。 

00：PD2入出力（ポート） 

01：IRQ2入力（INTC） 

10：TxD1出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 2 PD1MD0 0 R/W PD1モードビット 

PD1/IRQ1端子の機能を選びます。 

0：PD1入出力（ポート） 

1：IRQ1入力（INTC） 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PDCRL2 1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にし

てください。 

 0 PD0MD0 0 R/W PD0モードビット 

PD0/IRQ0端子の機能を選びます。 

0：PD0入出力（ポート） 

1：IRQ0入力（INTC） 

 

14.1.8 ポート E・IOレジスタ H、L（PEIORH、PEIORL） 

PEIORH、PEIORLは、それぞれ読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Eにある端子の入

出力方向を選びます。PE24IOR～PE0IORビットが、それぞれ、PE24～PE00端子（端子名からポート以外のマル

チプレクス端子名を省略）に対応しています。PEIORHはポート Eの端子機能が汎用入出力（PE24～PE16）の場

合に有効でそれ以外の場合は無効です。PEIORLはポート Eの端子機能が汎用入出力（PE15～PE00）の場合に有

効でそれ以外の場合は無効です。 

PEIORHおよび PEIORLのビットを 1にすると、対応する端子は出力になり、0にすると入力になります。 

PEIORHのビット 15～9はリザーブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0と

してください。 

PEIORH、PEIORLの初期値はそれぞれ H'0000です。 
 

14.1.9 ポート Eコントロールレジスタ H1、H2、L1、L2 
（PECRH1、PECRH2、PECRL1、PECRL2） 

PECRH1、PECRH2、PECRL1、PECRL2は、それぞれ 16ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタで、ポー

ト Eにあるマルチプレクス端子の機能を選びます。 
 
レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRH1 15～2 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 1 

0 

PE24MD1

PE24MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE24モードビット 

PE24/HIFD15/CTS1端子の機能を選びます。 

00：PE24入出力（ポート） 

01：HIFD15入出力（HIF） 

10：CTS1入力（SCIF） 

11：設定禁止 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRH2 15 

14 

PE23MD1

PE23MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE23モードビット 

PE23/HIFD14/RTS1端子の機能を選びます。 

00：PE23入出力（ポート） 

01：HIFD14入出力（HIF） 

10：RTS1出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 13 

12 

PE22MD1

PE22MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE22モードビット 

PE22/ HIFD13/CTS0端子の機能を選びます。 

00：PE22入出力（ポート） 

01：HIFD13入出力（HIF） 

10：CTS0入力（SCIF） 

11：設定禁止 

 11 

10 

PE21MD1

PE21MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE21モードビット 

PE21/ HIFD12/RTS0端子の機能を選びます。 

00：PE21入出力（ポート） 

01：HIFD12入出力（HIF） 

10：RTS0出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 9 

8 

PE20MD1

PE20MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE20モードビット 

PE20/HIFD11/SCK1端子の機能を選びます。 

00：PE20入出力（ポート） 

01：HIFD11入出力（HIF） 

10：SCK1入出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 7 

6 

PE19MD1

PE19MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE19モードビット 

PE19/HIFD10/RxD1端子の機能を選びます。 

00：PE19入出力（ポート） 

01：HIFD10入出力（HIF） 

10：RxD1入力（SCIF） 

11：設定禁止 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRH2 5 

4 

PE18MD1

PE18MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE18モードビット 

PE18/HIFD09/TxD1端子の機能を選びます。 

00：PE18入出力（ポート） 

01：HIFD09入出力（HIF） 

10：TxD1出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 3 

2 

PE17MD1

PE17MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE17モードビット 

PE17/ HIFD08/SCK0端子の機能を選びます。 

00：PE17入出力（ポート） 

01：HIFD08入出力（HIF） 

10：SCK0入出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 1 

0 

PE16MD1

PE16MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE16モードビット 

PE16/ HIFD07/RxD0端子の機能を選びます。 

00：PE16入出力（ポート） 

01：HIFD07入出力（HIF） 

10：RxD0入力（SCIF） 

11：設定禁止 

PECRL1 15 

14 

PE15MD1

PE15MD0

0 

0 

（非 HIFブート

モード時） 

0 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W 

R/W 

PE15モードビット 

PE15/HIFD06/TxD0端子の機能を選びます。 

00：PE15入出力（ポート） 

01：HIFD06入出力（HIF） 

10：TxD0出力（SCIF） 

11：設定禁止 

 13 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRL1 12 PE14MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE14モードビット 

PE14/HIFD05端子の機能を選びます。 

0：PE14入出力（ポート） 

1：HIFD05入出力（HIF） 

 11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 10 PE13MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE13モードビット 

PE13/HIFD04端子の機能を選びます。 

0：PE13入出力（ポート） 

1：HIFD04入出力（HIF） 

 9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 8 PE12MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE12モードビット 

PE12/HIFD03端子の機能を選びます。 

0：PE12入出力（ポート） 

1：HIFD03入出力（HIF） 

 7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 6 PE11MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE11モードビット 

PE11/HIFD02端子の機能を選びます。 

0：PE11入出力（ポート） 

1：HIFD02入出力（HIF） 

 5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRL1 4 PE10MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE10モードビット 

PE10/HIFD01端子の機能を選びます。 

0：PE10入出力（ポート） 

1：HIFD01入出力（HIF） 

 3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 2 PE9MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE9モードビット 

PE09/HIFD00端子の機能を選びます。 

0：PE09入出力（ポート） 

1：HIFD00入出力（HIF） 

 1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 0 PE8MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE8モードビット 

PE08/HIFCS端子の機能を選びます。 

0：PE08入出力（ポート） 

1：HIFCS入力（HIF） 

PECRL2 15 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 14 PE7MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE7モードビット 

PE07/HIFRS端子の機能を選びます。 

0：PE07入出力（ポート） 

1：HIFRS入力（HIF） 

 13 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRL2 12 PE6MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE6モードビット 

PE06/HIFWR端子の機能を選びます。 

0：PE06入出力（ポート） 

1：HIFWR入力（HIF） 

 11 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 10 PE5MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE5モードビット 

PE05/HIFRD端子の機能を選びます。 

0：PE05入出力（ポート） 

1：HIFRD入力（HIF） 

 9 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 8 PE4MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE4モードビット 

PE04/HIFINT端子の機能を選びます。 

0：PE04入出力（ポート） 

1：HIFINT出力（HIF） 

 7 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 6 PE3MD0 1 R/W PE3モードビット 

PE03/HIFMD端子の機能を選びます。 

0：PE03入出力（ポート） 

1：HIFMD入力（HIF） 

 5 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 
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レジスタ ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

PECRL2 4 PE2MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE2モードビット 

PE02/HIFDREQ端子の機能を選びます。 

0：PE02入出力（ポート） 

1：HIFDREQ出力（HIF） 

 3 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 2 PE1MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE1モードビット 

PE01/ HIFRDY端子の機能を選びます。 

0：PE01入出力（ポート） 

1：HIFRDY出力（HIF） 

 1 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常

に 0にしてください。 

 0 PE0MD0 0 

（非 HIFブート

モード時） 

1 

（HIFブート 

モード時） 

R/W PE0モードビット 

PE00/HIFEBL端子の機能を選びます。 

0：PE00入出力（ポート） 

1：HIFEBL入力（HIF） 
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15. I/Oポート 

本 LSIのポートは、A、B、C、D、Eの 5本から構成されています。ポート Aは 10ビット、ポート Bは 14ビ

ット、ポート Cは 21ビット、ポート Dは 8ビット、ポート Eは 25ビットの入出力ポートです。 

ポート Cを除くすべてのポートは、そのほかの機能とを兼ねているマルチプレクス端子です。マルチプレクス

端子の機能の選択は、ピンファンクションコントローラ（PFC）で行います。 

ポートはそれぞれ、端子のデータを格納するためのデータレジスタを持っています。 

15.1 ポート A 
本 LSIのポート Aは、図 15.1に示すような 10本の端子を持つ入出力ポートです。 

PA16（入出力）／ A16（出力） 

PA17（入出力）／ A17（出力） 

PA18（入出力）／ A18（出力） 

PA19（入出力）／ A19（出力）

PA20（入出力）／ A20（出力） 

PA21（入出力）／ A21（出力）

PA22（入出力）／ A22（出力）

PA23（入出力）／ A23（出力）

PA24（入出力）／ A24（出力）

PA25（入出力）／ A25（出力） 

ポ
　
ト
A

｜

 

図 15.1 ポート A 

 

15.1.1 レジスタの説明 

ポート Aは 10ビットの入出力ポートです。ポート Aには以下のレジスタがあります。このレジスタのアドレ

スおよび各処理状態によるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートAデータレジスタH（PADRH） 
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15.1.2 ポート Aデータレジスタ H（PADRH） 

PADRHは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Aのデータを格納します。PA25DR～

PA16DRビットは、それぞれ PA25～PA16端子（兼用機能については記述を省略）に対応しています。 

端子機能が汎用出力の場合には、PADRHに値を書き込むと端子からその値が出力され、PADRHを読み出すと

端子の状態に関係なくレジスタの値が直接読み出されます。 

端子機能が汎用入力の場合には、PADRHを読み出すとレジスタの値ではなく端子の状態が直接読み出されます。

また、PADRHに値を書き込むと PADRHにその値を書き込めますが、端子の状態には影響しません。表 15.1に

ポート Aデータレジスタ Hの読み出し／書き込み動作を示します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～10 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

9 PA25DR 0 R/W 

8 PA24DR 0 R/W 

7 PA23DR 0 R/W 

6 PA22DR 0 R/W 

5 PA21DR 0 R/W 

4 PA20DR 0 R/W 

3 PA19DR 0 R/W 

2 PA18DR 0 R/W 

1 PA17DR 0 R/W 

0 PA16DR 0 R/W 

表 15.1参照 

 
表 15.1 ポート Aデータレジスタ H（PADRH）の読み出し／書き込み動作 

• PADRHのビット9～0 

端子機能 PAIORH 読み出し 書き込み 

汎用入力 0 端子の状態 PADRHに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

汎用出力 1 PADRHの値 書き込み値が端子から出力される 

その他の機能 * PADRHの値 PADRHに書き込めるが、端子の状態に影響しない 
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15.2 ポート B 
本 LSIのポート Bは、図 15.2に示すような 14本の端子を持つ入出力ポートです。 

PB09（入出力）／ CE2A（出力）

PB08（入出力）／ CS6B（出力）／  CE1B（出力）

PB07（入出力）／ CE2B（出力）

PB06（入出力）／ ICIOWR（出力）

PB05（入出力）／ ICIORD（出力）

PB02（入出力）／ CKE（出力）

PB03（入出力）／ CAS（出力）

PB04（入出力）／ RAS（出力）

PB01（入出力）／ IOIS16（入力）

PB00（入出力）／ WAIT（入力）

PB10（入出力）／ CS5B（出力）／  CE1A（出力）

PB11（入出力）／ CS4（出力）

PB12（入出力）／ CS3（出力）

PB13（入出力）／ BS（出力）

ポ
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図 15.2 ポート B 

 

15.2.1 レジスタの説明 

ポート Bは、14ビットの入出力ポートです。ポート Bには以下のレジスタがあります。このレジスタのアドレ

スおよび各処理状態によるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートBデータレジスタL（PBDRL） 
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15.2.2 ポート Bデータレジスタ L（PBDRL） 

PBDRLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Bのデータを格納します。PB13DR～

PB0DRビットは、それぞれ、PB13～PB00端子（兼用機能については記述を省略）に対応しています。 

端子機能が汎用出力の場合には、PBDRLに値を書き込むと端子からその値が出力され、PBDRLを読み出すと

端子の状態に関係なくレジスタの値が直接読み出されます。 

端子機能が汎用入力の場合には、PBDRLを読み出すとレジスタの値ではなく端子の状態が直接読み出されます。

また、PBDRLに値を書き込むと PBDRLにその値を書き込めますが、端子の状態には影響しません。表 15.2にポ

ート Bデータレジスタ Lの読み出し／書き込み動作を示します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 

14 

－ 

－ 

0 

0 

R 

R 

リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

13 PB13DR 0 R/W 表 15.2参照 

12 PB12DR 0 R/W  

11 PB11DR 0 R/W  

10 PB10DR 0 R/W  

9 PB9DR 0 R/W  

8 PB8DR 0 R/W  

7 PB7DR 0 R/W  

6 PB6DR 0 R/W  

5 PB5DR 0 R/W  

4 PB4DR 0 R/W  

3 PB3DR 0 R/W  

2 PB2DR 0 R/W  

1 PB1DR 0 R/W  

0 PB0DR 0 R/W  

 
表 15.2 ポート Bデータレジスタ L（PBDRL）の読み出し／書き込み動作 

• PBDRLのビット13～0 

端子機能 PBIORL 読み出し 書き込み 

汎用入力 0 端子の状態 PBDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

汎用出力 1 PBDRLの値 書き込み値が端子から出力される 

その他の機能 * PBDRLの値 PBDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 
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15.3 ポート C 
本 LSIのポート Cは、図 15.3に示すような 21本の端子を持つ入出力ポートです。 

PC09（入出力）

PC08（入出力）

PC07（入出力）

PC06（入出力）

PC05（入出力）

PC02（入出力）

PC03（入出力）

PC04（入出力）

PC01（入出力）

PC00（入出力

PC10（入出力）

PC11（入出力）

PC12（入出力）

PC13（入出力）

PC14（入出力）

PC15（入出力）

PC16（入出力）

PC17（入出力）

PC18（入出力）

ポ
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PC19（入出力）

PC20（入出力）  

図 15.3 ポート C 

 

15.3.1 レジスタの説明 

ポート Cは、21ビットの入出力ポートです。ポート Cには以下のレジスタがあります。このレジスタのアドレ

スおよび各処理状態によるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートCデータレジスタH（PCDRH） 

• ポートCデータレジスタL（PCDRL） 
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15.3.2 ポート Cデータレジスタ H、L（PCDRH、PCDRL） 

PCDRHおよび PCDRLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Cのデータを格納しま

す。PC20DR～PC0DRビットは、それぞれ、PC20～PC00端子（兼用機能については記述を省略）に対応していま

す。 

端子機能が汎用出力の場合には、PCDRHまたはPCDRLに値を書き込むと端子からその値が出力され、PCDRH、

または PCDRLを読み出すと端子の状態に関係なくレジスタの値が直接読み出されます。 

端子機能が汎用入力の場合には、PCDRHまたは PCDRLを読み出すとレジスタの値ではなく端子の状態が直接

読み出されます。また、PCDRHまたは PCDRLに値を書き込むと PCDRHまたは PCDRLにその値を書き込めま

すが、端子の状態には影響しません。表 15.3にポート Cデータレジスタ H、Lの読み出し／書き込み動作を示し

ます。 

• PCDRH 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～5 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

4 PC20DR 0 R/W 表 15.3参照 

3 PC19DR 0 R/W  

2 PC18DR 0 R/W  

1 PC17DR 0 R/W  

0 PC16DR 0 R/W  

 

• PCDRL 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 PC15DR 0 R/W 表 15.3参照 

14 PC14DR 0 R/W  

13 PC13DR 0 R/W  

12 PC12DR 0 R/W  

11 PC11DR 0 R/W  

10 PC10DR 0 R/W  

9 PC9DR 0 R/W  

8 PC8DR 0 R/W  

7 PC7DR 0 R/W  

6 PC6DR 0 R/W  

5 PC5DR 0 R/W  

4 PC4DR 0 R/W  

3 PC3DR 0 R/W  

2 PC2DR 0 R/W  

1 PC1DR 0 R/W  

0 PC0DR 0 R/W  
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表 15.3 ポート Cデータレジスタ H、L（PCDRH、L）の読み出し／書き込み動作 

• PCDRHのビット4～0およびPCDRLのビット15～0 

端子機能 PCIORH、L 読み出し 書き込み 

汎用入力 0 端子の状態 PCDRHまたは PCDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

汎用出力 1 PCDRHまたは

PCDRLの値 

書き込み値が端子から出力される 

その他の機能 * PCDRHまたは

PCDRLの値 

PCDRHまたは PCDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

 

15.4 ポート D 
本 LSIのポートＤは、図 15.4に示すような 8本の端子を持つ入出力ポートです。 

PD0（入出力）／ IRQ0（入力）

PD1（入出力）／ IRQ1（入力） 

PD2（入出力）／ IRQ2（入力） ／ TxD1（出力）

PD3（入出力）／ IRQ3（入力） ／ RxD1（入力）

PD4（入出力）／ IRQ4（入力） ／ SCK1（入出力）

PD5（入出力）／ IRQ5（入力）／ TxD2（出力） 

PD6（入出力）／ IRQ6（入力）／ RxD2（入力） 

PD7（入出力）／ IRQ7（入力）／ SCK2（入出力） 

ポ
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図 15.4 ポート D 

 

15.4.1 レジスタの説明 

ポート Dは、8ビットの入出力ポートです。ポート Dには以下のレジスタがあります。このレジスタのアドレ

スおよび各処理状態によるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートDデータレジスタL（PDDRL） 
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15.4.2 ポート Dデータレジスタ L（PDDRL） 

PDDRLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Dのデータを格納します。PD7DR～

PD0DRビットは、それぞれ、PD7～PD0端子（兼用機能については記述を省略）に対応しています。 

端子機能が汎用出力の場合には、PDDRLに値を書き込むと端子からその値が出力され、PDDRLを読み出すと

端子の状態に関係なくレジスタの値が直接読み出されます。 

端子機能が汎用入力の場合には、PDDRLを読み出すとレジスタの値ではなく端子の状態が直接読み出されます。

また、PDDRLに値を書き込むと PDDRLにその値を書き込めますが、端子の状態には影響しません。表 15.4にポ

ート Dデータレジスタ Lの読み出し／書き込み動作を示します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 PD7DR 0 R/W 表 15.4参照 

6 PD6DR 0 R/W  

5 PD5DR 0 R/W  

4 PD4DR 0 R/W  

3 PD3DR 0 R/W  

2 PD2DR 0 R/W  

1 PD1DR 0 R/W  

0 PD0DR 0 R/W  

 
表 15.4 ポート Dデータレジスタ L（PDDRL）の読み出し／書き込み動作 

• PDDRLのビット7～0 

端子機能 PDIORL 読み出し 書き込み 

汎用入力 0 端子の状態 PDDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

汎用出力 1 PDDRLの値 書き込み値が端子から出力される 

その他の機能 * PDDRLの値 PDDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 
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15.5 ポート E 
本 LSIのポート Eは、図 15.5に示すような 25本の端子を持つ入出力ポートです。 

ポ
　
ト
E

｜

PE00（入出力）／ HIFEBL（入力）

PE01（入出力）／ HIFRDY（出力） 

PE02（入出力）／ HIFDREQ（出力） 

PE03（入出力）／ HIFMD（入力）

PE04（入出力）／ HIFINT（出力）

PE05（入出力）／ HIFRD（入力）

PE06（入出力）／ HIFWR（入力）

PE07（入出力）／ HIFRS（入力）

PE08（入出力）／ HIFCS（入力）

PE09（入出力）／ HIFD00（入出力）

PE10（入出力）／ HIFD01（入出力）

PE11（入出力）／ HIFD02（入出力）

PE12（入出力）／ HIFD03（入出力）

PE13（入出力）／ HIFD04（入出力）

PE14（入出力）／ HIFD05（入出力）

PE15（入出力）／ HIFD06（入出力）／ TxD0（出力）   

PE16（入出力）／ HIFD07（入出力）／ RxD0（入力）

PE17（入出力）／ HIFD08（入出力）／ SCK0（入出力） 

PE18（入出力）／ HIFD09（入出力）／ TxD1（出力）   

PE19（入出力）／ HIFD10（入出力）／ RxD1（入力）

PE20（入出力）／ HIFD11（入出力）／ SCK1（入出力） 

PE21（入出力）／ HIFD12（入出力）／ RTS0（出力）

PE22（入出力）／ HIFD13（入出力）／ CTS0（入力）  

PE23（入出力）／ HIFD14（入出力）／ RTS1（出力）

PE24（入出力）／ HIFD15（入出力）／ CTS1（入力）    

図 15.5 ポート E 
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15.5.1 レジスタの説明 

ポート Eは、25ビットの入出力ポートです。ポート Eには以下のレジスタがあります。これらのレジスタのア

ドレスおよび各処理状態によるレジスタの状態については「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ポートEデータレジスタH（PEDRH） 

• ポートEデータレジスタL（PEDRL） 
 

15.5.2 ポート Eデータレジスタ H、L（PEDRH、PEDRL） 

PEDRHおよび PEDRLは、読み出し／書き込み可能な 16ビットのレジスタで、ポート Eのデータを格納しま

す。PE24DR～PE0DRビットは、それぞれ PE24～PE00端子（兼用機能については記述を省略）に対応しています。 

端子機能が汎用出力の場合には、PEDRHまたは PEDRLに値を書き込むと端子からその値が出力され、PEDRH

または PEDRLを読み出すと端子の状態に関係なくレジスタの値が直接読み出されます。 

端子機能が汎用入力の場合には、PEDRHまたは PEDRLを読み出すとレジスタの値ではなく端子の状態が直接

読み出されます。また PEDRHまたは PEDRLに値を書き込むと、PEDRHまたは PEDRLにその値を書き込めます

が、端子の状態には影響しません。表 15.5にポート Eデータレジスタ H、Lの読み出し／書き込み動作を示しま

す。 
 

• PEDRH 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～9 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

8 PE24DR 0 R/W 

7 PE23DR 0 R/W 

6 PE22DR 0 R/W 

5 PE21DR 0 R/W 

4 PE20DR 0 R/W 

3 PE19DR 0 R/W 

2 PE18DR 0 R/W 

1 PE17DR 0 R/W 

0 PE16DR 0 R/W 

表 15.5参照 
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• PEDRL 

ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15 PE15DR 0 R/W 表 15.5参照 

14 PE14DR 0 R/W  

13 PE13DR 0 R/W  

12 PE12DR 0 R/W  

11 PE11DR 0 R/W  

10 PE10DR 0 R/W  

9 PE9DR 0 R/W  

8 PE8DR 0 R/W  

7 PE7DR 0 R/W  

6 PE6DR 0 R/W  

5 PE5DR 0 R/W  

4 PE4DR 0 R/W  

3 PE3DR 0 R/W  

2 PE2DR 0 R/W  

1 PE1DR 0 R/W  

0 PE0DR 0 R/W  

 
表 15.5 ポート Eデータレジスタ H、L（PEDRH、L）の読み出し／書き込み動作 

• PEDRHのビット8～0およびPEDRLのビット15～0 

端子機能 PEIORH、L 読み出し 書き込み 

汎用入力 0 端子の状態 PEDRHまたは PEDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 

汎用出力 1 PEDRHまたは

PEDRLの値 

書き込み値が端子から出力される 

その他の機能 * PEDRHまたは

PEDRLの値 

PEDRHまたは PEDRLに書き込めるが、端子の状態に影響しない 
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15.6 使用上の注意事項 

1. 汎用入出力とマルチプレクスされた端子を、それ以外の機能の出力端子として使用している場合、当該端子

はWDTオーバフローによる内部パワーオンリセットと同期して、1×tPCYCの期間だけ汎用出力となります。 

例えば、PB12/CS3をCS3として使用しており、PBDRLのPB12DRビットが0に設定されている場合、1×tPCYC

の期間だけローレベル出力となり、メモリの誤動作を招く可能性があります。 

これを防ぐため、ストローブ出力として使用している端子に対応するポートデータレジスタには、ストロー

ブ非アクティブレベルを設定しておいてください。 

なお、本件はRES端子からのパワーオンリセットの場合には該当しません。 
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16. ユ－ザブレ－クコントロ－ラ（UBC） 

ユーザブレークコントローラ（UBC）は、プログラムデバッグを容易にする機能を提供します。この機能を使

用することにより、セルフモニタデバッガを容易に作成でき、インサーキットエミュレータを使用しなくても、

本 LSI単体で手軽にプログラムをデバッグできます。UBCに設定できるブレーク条件には、命令フェッチまたは

データの読み出し書き込み、データのサイズ、データの内容、アドレスの値、命令フェッチのときの停止タイミ

ングがあります。 

16.1 特長 
• UBCでは次のようなブレーク比較条件を設定できます。 

ブレークチャネル数：2チャネル（チャネルAとB） 

ユーザブレークは、チャネルA、B独立に、または連続した（シーケンシャル）一つの条件として設定するこ

とができます（シーケンシャルブレーク：チャネルAのブレーク条件が一致した後チャネルBのブレーク条件

の一致が発生し、かつ両者が同じバスサイクルで発生しないときにブレーク条件が成立します）。 

1. アドレス（アドレス32ビットを比較）： 

比較はビットごとにマスク可能で、ユーザは下位12ビット（4kページ）、下位10ビット（1kページ）、ある

いは任意の大きさのページ等でアドレスをマスクすることができます。 

2つのアドレスバスのいずれか（Lバスアドレス（LAB）、またはIバスアドレス（IAB））を選択できます。 

2. データ（チャネルBのみ、32ビットマスク可能） 

2本のデータバス（Lバスデータ（LDB）、Iバスデータ（IDB））のどれか１つを選択できます。 

3. バスサイクル：命令フェッチまたはデータアクセス 

4. 読み出しまたは書き込み 

5. オペランドサイズ：バイト、ワード、またはロングワード 
 

• ブレーク条件が成立するときユーザブレーク割り込みが発生します。ユーザ指定のユーザブレーク条件割り

込み例外処理ルーチンを実行できます。 

• 命令フェッチサイクルにおいて、ブレークを命令の実行の前に設定するか後に設定するかを指定できます。 

• ブレーク条件（チャネルBに対してのみ）として、最大212－1回まで繰り返し回数を指定することができます。 

• 4組の分岐元／分岐先バッファ 
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UBCのブロック図を図 16.1に示します。 

BBRA

BARA

BAMRA

CPU状態信号

IAB LAB MDB

アクセス
コンパレータ

アドレス
コンパレータ

チャネルA

アクセス
コンパレータ

アドレス
コンパレータ

データ
コンパレータ

PCトレース

制御

チャネルB

BBRB

BETR

BARB

BAMRB

BBRB

BDMRB

BRSR

BRDR

BRCR

ユーザブレーク要求

UBC位置

LDB/IDB

アクセス
コントロール

BBRA       ：ブレークバスサイクルレジスタA
BARA        ：ブレークアドレスレジスタA
BAMRA     ：ブレークアドレスマスクレジスタA
BBRB        ：ブレークバスサイクルレジスタB
BARB        ：ブレークアドレスレジスタB
BAMRB     ：ブレークアドレスマスクレジスタB

BDRB        ：ブレークデータレジスタB
BDMRB     ：ブレークデータマスクレジスタB　
BETR 　　：実行回数ブレークレジスタ
BRSR        ：ブランチソースレジスタ
BRDR        ：ブランチデスティネーションレジスタ
BRCR        ：ブレークコントロールレジスタ

【記号説明】

 

図 16.1 UBCのブロック図 
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16.2 レジスタの説明 
UBCには以下のレジスタがあります。これらのレジスタのアドレスおよびアクセスサイズについては「第 18

章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• ブレークアドレスレジスタA（BARA） 

• ブレークアドレスマスクレジスタA（BAMRA） 

• ブレークバスサイクルレジスタA（BBRA） 

• ブレークアドレスレジスタB（BARB） 

• ブレークアドレスマスクレジスタB（BAMRB） 

• ブレークバスサイクルレジスタB（BBRB） 

• ブレークデータレジスタB（BDRB） 

• ブレークデータマスクレジスタB（BDMRB） 

• ブレークコントロールレジスタ（BRCR） 

• 実行回数ブレークレジスタ（BETR） 

• ブランチソースレジスタ（BRSR） 

• ブランチデスティネーションレジスタ（BRDR） 
 

16.2.1 ブレークアドレスレジスタ A（BARA） 

BARAは、32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BARAはチャネル Aのブレーク条件とするア

ドレスを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BAA31～

BAA0 

すべて 0 R/W ブレークアドレス A 

チャネル Aのブレーク条件を指定する LABまたは IABのアドレスを格納し

ます。 
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16.2.2 ブレークアドレスマスクレジスタ A（BAMRA） 

BAMRAは 32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BAMRAは BARAによって指定されるブレー

クアドレスビットのうちマスクするビットを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BAMA31

～

BAMA0 

すべて 0 R/W ブレークアドレスマスク A  

BARA（BAA31～BAA0）によって指定されるチャネル Aのブレークアドレ

スビットのうちマスクするビットを指定します。 

0：ブレークアドレスビット BAAnは、ブレーク条件に含まれる 

1：ブレークアドレスビット BAAnはマスクされ、ブレーク条件に含まれ

ない 

【注】n＝31～0 

 

16.2.3 ブレークバスサイクルレジスタ A（BBRA） 

BBRAは、チャネル Aのブレーク条件として（1）Lバスサイクルまたは Iバスサイクル、（2）命令フェッチ

またはデータアクセス、（3）読み出しまたは書き込み、（4）オペランドサイズを指定する 16ビットの読み出し

／書き込み可能なレジスタです。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 

6 

CDA1 

CDA0 

0 

0 

R/W 

R/W 

Lバスサイクル／Iバスサイクルセレクト A 

チャネルAブレーク条件のバスサイクルとしてLバスサイクルまたは Iバス

サイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は Lバスサイクル 

10：ブレーク条件は Iバスサイクル 

11：ブレーク条件は Lバスサイクル 

5 

4 

IDA1 

IDA0 

0 

0 

R/W 

R/W 

命令フェッチ／データアクセスセレクト A 

チャネル Aブレーク条件のバスサイクルとして命令フェッチサイクルまた

はデータアクセスサイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は命令フェッチサイクル 

10：ブレーク条件はデータアクセスサイクル 

11：ブレーク条件は命令フェッチサイクルまたはデータアクセスサイク

ル 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

3 

2 

RWA1 

RWA0 

0 

0 

R/W 

R/W 

読み出し／書き込みセレクト A 

チャネル Aブレーク条件のバスサイクルとして読み出しサイクルまたは書

き込みサイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は読み出しサイクル 

10：ブレーク条件は書き込みサイクル 

11：ブレーク条件は読み出しサイクルまたは書き込みサイクル 

1 

0 

SZA1 

SZA0 

0 

0 

R/W 

R/W 

オペランドサイズセレクト A 

チャネルAブレーク条件のバスサイクルのオペランドサイズを選択します。 

00：ブレーク条件にはオペランドサイズを含まない 

01：ブレーク条件はバイトアクセス 

10：ブレーク条件はワードアクセス 

11：ブレーク条件はロングワードアクセス 

 

16.2.4 ブレークアドレスレジスタ B（BARB） 

BARBは、32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BARBはチャネル Bのブレーク条件とするア

ドレスを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BAB31～

BAB0 

すべて 0 R/W ブレークアドレス B 

チャネル Bのブレーク条件を指定する LABまたは IABのアドレスを格納し

ます。 

 

16.2.5 ブレークアドレスマスクレジスタ B（BAMRB） 

BAMRBは 32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BAMRBは BARBによって指定されるブレー

クアドレスビットのうちマスクするビットを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BAMB31

～

BAMB0 

すべて 0 R/W ブレークアドレスマスク B 

BARB（BAB31～BAB0）によって指定されるチャネル Bのブレークアドレ

スビットのうちマスクするビットを指定します。 

0：ブレークアドレスビット BABnは、ブレーク条件に含まれる 

1：ブレークアドレスビット BABnはマスクされ、ブレーク条件に含まれ

ない 

【注】n＝31～0 
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16.2.6 ブレークデータレジスタ B（BDRB） 

BDRBは、32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BDBRはチャネル Bのブレーク条件とするデ

ータを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BDB31～

BDB0 

すべて 0 R/W ブレークデータビット B 

チャネル Bのブレーク条件を指定するデータを格納します。 

BDRBは LDBまたは IDBのブレークデータを指定します。 

【注】 1. ブレーク条件にデータバスの値を含める場合オペランドサイズを指定してください。 

 2. ブレーク条件としてバイトサイズを指定する場合、BDRBにおけるブレークデータとして、ビット 15～8とビッ

ト 7～0に同一のバイトデータをセットしてください。 
 

16.2.7 ブレークデータマスクレジスタ B（BDMRB） 

BDMRBは 32ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。BDMRBは、BDRBによって指定されるブレ

ークデータビットのうちマスクするビットを指定します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 BDMB31

～

BDMB0 

すべて 0 R/W ブレークデータマスク B 

BDRB（BDB31～BDB0）によって指定されるチャネル Bのブレークデータ

ビットのうちマスクするビットを指定します。 

0：ブレークデータビット BDBnは、ブレーク条件に含まれる 

1：ブレークデータビット BDBnはマスクされ、ブレーク条件に含まれな

い 

【注】n＝31～0 

【注】 1. ブレーク条件にデータバスの値を含める場合オペランドサイズを指定してください。 

 2. ブレーク条件としてバイトサイズを指定する場合、BDMRBにおけるブレークマスクデータとして、ビット 15～8

とビット 7～0に同一のバイトデータをセットしてください。 
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16.2.8 ブレークバスサイクルレジスタ B（BBRB） 

BBRBは、チャネル Bのブレーク条件として（1）Lバスサイクルまたは Iバスサイクル、（2）命令フェッチま

たはデータアクセス、（3）読み出しまたは書き込み、および（4）オペランドサイズを指定する 16ビットの読み

出し／書き込み可能なレジスタです。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 

6 

CDB1 

CDB0 

0 

0 

R/W 

R/W 

Lバスサイクル／Iバスサイクルセレクト B 

チャネルBブレーク条件のバスサイクルとしてLバスサイクルまたは Iバス

サイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は Lバスサイクル 

10：ブレーク条件は Iバスサイクル 

11：ブレーク条件はＬバスサイクル 

5 

4 

IDB1 

IDB0 

0 

0 

R/W 

R/W 

命令フェッチ／データアクセスセレクト B 

チャネル Bブレーク条件のバスサイクルとして命令フェッチサイクルまた

はデータアクセスサイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は命令フェッチサイクル 

10：ブレーク条件はデータアクセスサイクル 

11：ブレーク条件は命令フェッチサイクルまたはデータアクセスサイク

ル 

3 

2 

RWB1 

RWB0 

0 

0 

R/W 

R/W 

読み出し／書き込みセレクト B 

チャネル Bブレーク条件のバスサイクルとして読み出しサイクルまたは書

き込みサイクルを選択します。 

00：条件比較を行わない 

01：ブレーク条件は読み出しサイクル 

10：ブレーク条件は書き込みサイクル 

11：ブレーク条件は読み出しサイクルまたは書き込みサイクル 

1 

0 

SZB1 

SZB0 

0 

0 

R/W 

R/W 

オペランドサイズセレクト B 

チャネルBブレーク条件のバスサイクルのオペランドサイズを選択します。 

00：ブレーク条件はオペランドサイズを含まない 

01：ブレーク条件はバイトアクセス 

10：ブレーク条件はワードアクセス 

11：ブレーク条件はロングワードアクセス 
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16.2.9 ブレークコントロールレジスタ（BRCR） 

BRCRは次の条件を設定します。 

1. チャネルA、Bを2つの独立したチャネル条件か、あるいは1つの連続した条件として使用するかを指定します。 

2. ブレークを命令実行の前に設定するか後に設定するかを指定します。 

3. チャネルB比較条件に実行回数を含めるかどうかを指定します。 

4. チャネルB比較条件にデータバスの値を含めるかどうかを指定します。 

5. PCトレースをイネーブルにします。 
 

BRCRは、ブレーク条件一致フラグと種々のブレーク条件をセットするためのビットを持つ 32ビットの読み出

し／書き込み可能なレジスタです。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～16 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

15 SCMFCA 0 R/W Lバスサイクル条件一致フラグ A 

チャネルAにセットしたブレーク条件の Lバスサイクル条件を満足すると、

このフラグは 1にセットされます。このフラグをクリアするにはこのビッ

トに 0を書き込みます。 

0：チャネル Aに対する Lバスサイクル条件不一致 

1：チャネル Aに対する Lバスサイクル条件一致 

14 SCMFCB 0 R/W Lバスサイクル条件一致フラグ B 

チャネルBにセットしたブレーク条件の Lバスサイクル条件を満足すると、

このフラグは 1にセットされます。このフラグをクリアするにはこのビッ

トに 0を書き込みます。 

0：チャネル Bに対する Lバスサイクル条件不一致 

1：チャネル Bに対する Lバスサイクル条件一致 

13 SCMFDA 0 R/W Iバスサイクル条件一致フラグ A 

チャネル Aにセットしたブレーク条件の Iバスサイクル条件を満足すると、

このフラグは 1にセットされます。このフラグをクリアするにはこのビッ

トに 0を書き込みます。 

0：チャネル Aに対する Iバスサイクル条件不一致 

1：チャネル Aに対する Iバスサイクル条件一致 

12 SCMFDB 0 R/W Iバスサイクル条件一致フラグ B 

チャネル Bにセットしたブレーク条件の Iバスサイクル条件を満足すると、

このフラグは 1にセットされます。このフラグをクリアするにはこのビッ

トに 0を書き込みます。 

0：チャネル Bに対する Iバスサイクル条件不一致 

1：チャネル Bに対する Iバスサイクル条件一致 
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ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

11 PCTE 0 R/W PCトレースイネーブル 

0：PCトレースを禁止 

1：PCトレースを許可 

10 PCBA 0 R/W PCブレークセレクト A 

チャネル Aに対する命令フェッチサイクルのブレークタイミングが命令実

行の前か後かを選択します。 

0：チャネル Aの PCブレークを命令実行前に設定 

1：チャネル Aの PCブレークを命令実行後に設定 

9、8 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

7 DBEB 0 R/W データブレークイネーブル B 

データバス条件がチャネル Bのブレーク条件に含まれるかどうかを選択し

ます。 

0：データバス条件がチャネル Bのブレーク条件に含まれない 

1：データバス条件がチャネル Bのブレーク条件に含まれる 

6 PCBB 0 R/W PCブレークセレクト B 

チャネル Bに対する命令フェッチサイクルのブレークタイミングが命令実

行の前か後かを選択します。 

0：チャネル Bの PCブレークを命令実行前に設定 

1：チャネル Bの PCブレークを命令実行後に設定 

5、4 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

3 SEQ 0 R/W シーケンス条件セレクト 

チャネル Aおよび Bの 2つの条件が独立した条件であるか連続した条件で

あるかを選択します。 

0：独立した条件下でチャネル Aとチャネル Bを比較 

1：連続した条件下でチャネル Aとチャネル Bを比較（チャネル A、次に

チャネル B） 

2、1 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

0 ETBE 0 R/W 実行回数ブレークイネーブル 

チャネル Bに対してのみ実行回数ブレーク条件を有効にします。このビッ

トが 1の場合、生じたブレーク条件の数が BETRレジスタで指定した実行

回数と等しくなったときユーザブレーク割り込みが出されます。 

0：チャネル Bの実行回数ブレーク条件を無効にする 

1：チャネル Bの実行回数ブレーク条件を有効にする 
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16.2.10 実行回数ブレークレジスタ（BETR） 

BETRは 16ビットの読み出し／書き込み可能なレジスタです。チャネル Bの実行回数ブレーク条件を有効にし

た場合、このレジスタでブレークを行う回数を指定します。実行回数最大値は 212－1回です。ブレーク条件を満

たすたびに BETRは１ずつデクリメントされます。BETRが H'0001になった後、ブレーク条件を満たすとブレー

クが発生します。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～12 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

11～0 BET11～

BET0 

すべて 0 R/W 実行回数 

 

16.2.11 ブランチソースレジスタ（BRSR） 

BRSRは、32ビットの読み出し専用レジスタです。BRSRは、分岐元命令のアドレスのビット 27～0を格納し

ます。BRSRは、分岐発生時に 1にセットされるフラグビットを持っています。このフラグビットは、BRSRの読

み出し時、PCトレース禁止状態からの許可設定時、またはパワーオンリセットで 0にクリアされます。その他の

ビットはリセットによっては初期化されません。4本の BRSRレジスタはキュー構造を持ち、格納したレジスタは

分岐ごとにシフトされます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31 SVF 0 R BRSR有効フラグ 

分岐元のアドレスが格納されているかどうかを示します。このフラグは分岐発

生時に 1にセットされます。このフラグは、BRSRを読み出した場合、PCト

レース禁止の状態から許可に設定した場合、パワーオンリセットのいずれかの

条件で 0にクリアされます。 

0：BRSRレジスタの値は無効 

1：BRSRレジスタの値は有効 

30～28 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

27～0 BSA27～

BSA0 

不定 R 分岐元アドレス 

これらのビットは分岐元アドレスのビット 27～0を格納します。 
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16.2.12 ブランチデスティネーションレジスタ（BRDR） 

BRDRは、32ビットの読み出し専用レジスタです。BRDRは、分岐先命令のアドレスのビット 27～0を格納し

ます。BRDRは、分岐発生時に 1に設定されるフラグビットを持っています。このフラグビットは、BRDRの読

み出し時、PCトレース禁止状態からの許可設定時、またはパワーオンリセットで 0にクリアされます。その他の

ビットはリセットによっては初期化されません。4本の BRDRレジスタはキュー構造を持ち、格納したレジスタ

は分岐ごとにシフトされます。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31 DVF 0 R BRDR有効フラグ 

分岐先アドレスが格納されているかどうかを示します。このフラグは分岐発生

時に 1にセットされます。このフラグは、BRDRを読み出した場合、PCトレ

ース禁止の状態から許可に設定した場合、パワーオンリセットのいずれかの条

件で 0にクリアされます。 

0：BRDRレジスタの値は無効 

1：BRDRレジスタの値は有効 

30～28 － すべて 0 R リザーブビット 

読み出すと常に 0が読み出されます。書き込む値も常に 0にしてください。 

27～0 BDA27～

BDA0 

不定 R 分岐元アドレス 

これらのビットは分岐先アドレスのビット 27～0を格納します。 

 

16.3 動作説明 

16.3.1 ユーザブレーク動作の流れ 

ブレーク条件の設定からユーザブレーク例外処理までの動作の流れは次のとおりです。 

1. ブレークアドレスは、ブレークアドレスレジスタ（BARA、BARB）にセットします。マスクするアドレスは

ブレークアドレスマスクレジスタ（BAMRA、BAMRB）にセットします。ブレークデータはブレークデータ

レジスタ（BDRB）にセットします。マスクするデータはブレークデータマスクレジスタ（BDMRB）にセッ

トします。バスブレーク条件は、ブレークバスサイクルレジスタ（BBRA、BBRB）にセットします。BBRA

とBBRBの3つの制御ビットペアには、Lバスサイクル／Iバスサイクルセレクト、命令フェッチ／データアク

セスセレクト、読み出し／書き込みセレクトをセットします。この3つの制御ビットペアのどれか１つでも00

の場合、ユーザブレークは発生しません。ブレーク制御はBRCRのビットにセットします。他のすべてのブ

レーク関連レジスタの設定後にBBRA、BBRBの設定を行ってください。 

2. ブレーク条件を満足すると、UBCはユーザブレーク要求をCPUに通知するとともに、それぞれのチャネルに

対するLバス条件一致フラグ（SCMFCA、SCMFCB）およびIバス条件一致フラグ（SCMFDA、SCMFDB）を

セットします。 
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3. 設定条件の一致、不一致をチェックするため該当する条件一致フラグ（SCMFCA、SCMFDA、SCMFCB、

SCMFDB）を使用することができます。フラグは条件一致によりセットされます。フラグを再び使用するた

めには、まず0を書き込みフラグをリセットしてください。 

4. データアクセスブレークとそれに続く命令フェッチブレークがほぼ同時に発生する場合があります。CPUに

対するブレーク割り込み要求は1つだけであってもこれらの2つのブレークチャネル一致フラグは2つともセ

ットされる場合があります。 
 

16.3.2 命令フェッチサイクルでのブレーク 

1. ブレークバスサイクルレジスタ（BBRA/BBRB）にLバス／命令フェッチ／読み出し／ワードまたはロングワ

ードが設定されると、ブレーク条件はLバスの命令フェッチになります。命令実行の前にブレークするか後

にブレークするかは、該当するチャネルに対するブレークコントロールレジスタ（BRCR）のPCBA、PCBB

ビットで選択できます。ブレーク条件として命令フェッチサイクルを設定する場合、ブレークアドレスレジ

スタ（BARA/BARB）のLSBを0にクリアしてください。このビットが1にセットされているとブレークは発

生しません。 

2. 命令フェッチによるブレークがその命令を実行する前に行われるように設定されている状態で条件が一致し

た場合、命令がフェッチされて命令を実行することが確定した時点でブレークが発生します。したがって、

この機能はオーバランによってフェッチされる命令（分岐または割り込みの遷移中にフェッチされるが、実

行されず廃棄される命令）には使用できません。遅延分岐命令の遅延スロットに対してこの種のブレークが

設定されると、ブレークを受け付ける最初の命令の実行の直前までブレークは発生しません。また、遅延ス

ロット命令に対する実行前命令ブレーク、およびSLEEP命令に対する実行後命令ブレークも禁止されます。 

3. 命令実行後ブレークを設定している場合、ブレーク条件と一致した命令が実行され、次の命令の実行前にブ

レークが発生します。実行前のブレークの場合と同様、これはオーバランフェッチ命令では使用できません。

遅延分岐命令に対してこの種のブレークが設定されると、ブレークを受け付ける最初の命令までブレークは

発生しません。 

4. 命令フェッチサイクルがチャネルBに設定されるとブレークデータレジスタB（BDRB）は無視されます。し

たがって、命令フェッチサイクルのブレークにはブレークデータを設定する必要はありません。 
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16.3.3 データアクセスサイクルでのブレーク 

1. Lバスデータアクセスブレークは命令実行によるバスサイクルに対して発生します。 

2. 表16.1にデータアクセスサイクルアドレスと各オペランドサイズについての比較条件の関係を示します。 
 

表 16.1 データアクセスサイクルアドレスおよびオペランドサイズの比較条件 

アクセスサイズ 比較アドレス 

ロングワード ブレークアドレスレジスタのビット 31～2とアドレスバスのビット 31～2を比較 

ワード ブレークアドレスレジスタのビット 31～1とアドレスバスのビット 31～1を比較 

バイト ブレークアドレスレジスタのビット 31～0とアドレスバスのビット 31～0を比較 

 
これは、たとえばブレークアドレスレジスタ（BARA/BARB）にアドレスH'00001003を設定するとき、ブレ

ーク条件を満足するバスサイクルには（他のすべての条件が満足されると仮定した場合）以下が含まれるこ

とを意昧します。 

H'00001000でのロングワードアクセス 

H'00001002でのワードアクセス 

H'00001003でのバイトアクセス 
 

3. チャネルBのブレーク条件にデータ値が含まれる場合： 

ブレーク条件にデータ値が含まれる場合、ブレークバスサイクルレジスタ（BBRA、BBRB）にロングワード、

ワード、またはバイトをオペランドサイズとして指定します。データ値がブレーク条件に含まれる場合、ア

ドレス条件とデータ条件が一致するときブレークが発生します。バイトデータを指定するためにはブレーク

データレジスタB（BDRB）とブレークデータマスクレジスタB（BDMRB）のビット15～8、ビット7～0の2

バイトに同じデータをセットします。ワードまたはバイトのオペランドサイズを選択すると、BDRBと

BDMRBのビット31～16は無視されます。 
 

16.3.4 シーケンシャルブレーク 

1. BRCRのSEQビットを1にセットすると、チャネルAブレーク条件が一致した後チャネルBブレーク条件が一致

するときにシーケンシャルブレークが発生します。チャネルAブレーク条件が一致する前にチャネルBブレー

ク条件が一致すると、ユーザブレークは発生しません。また、チャネルAとチャネルBのブレーク条件が同時

に一致したときも、シーケンシャルブレークは発生しません。シーケンシャルブレーク指定時、チャネルA

条件が一致し､かつチャネルB条件が一致する前にチャネルA一致をクリアしたい場合、BRCRレジスタのSEQ

ビットに0を書き込みます｡ 

2. シーケンシャルブレーク指定では、Lバス、またはＩバスを選択でき、実行回数ブレーク条件も指定するこ

とができます。例えば、実行回数ブレーク条件を指定すると、チャネルAブレーク条件一致後、チャネルB

ブレーク条件がBETR＝H'0001のときに一致するとブレークが発生します。 
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16.3.5 退避したプログラムカウンタ（PC）の値 

ブレーク発生時、PCはスタック領域に退避されます。退避した PC値はブレークの種類によって次のようにな

ります。 

1. 命令実行前ブレークを指定する場合： 

退避されたプログラムカウンタ（PC）の値は、ブレーク条件と一致する命令のアドレスです。フェッチした

命令は実行されず、その前にブレークが発生します。  

2. 命令実行後ブレークを指定する場合： 

退避されたPCの値は、ブレーク条件が一致する命令の次の命令のアドレスです。フェッチした命令は実行さ

れ、次の命令の実行の前にブレークが発生します。 
 

3. アドレスのみのデータアクセスをブレーク条件として指定する場合： 

PCの値は、ブレーク条件に一致した命令の直後の命令のアドレスです。条件に一致した命令が実行され、次

の命令の実行前にブレークが発生します。 

4. アドレス＋データのデータアクセスをブレーク条件として指定する場合： 

PCの値は、ブレーク処理の起動時にすでに実行された命令の次の命令の先頭アドレスです。データ値がブレ

ーク条件に追加されると、ブレーク条件に一致した命令の2命令実行前までに割り込みが発生します｡ブレー

クが発生する場所は正確に指定することができません。 
 

16.3.6 PCトレース 

1. PCトレースは、BRCRのPCTEを1にセットすることによってイネーブルになります。分岐（分岐命令および

割り込み）が発生すると、分岐元アドレスと分岐先アドレスがそれぞれBRSRとBRDRに格納されます。 

2. 分岐元アドレスの値は、分岐の種類によって異なります。 

（a）分岐命令 

 分岐命令アドレス 

（b）割り込み、例外 

 割り込み、例外を受けつけた命令のアドレス。このアドレスはスタック領域に退避される復帰アドレス

と等しくなります。 

 割り込み、例外処理ルーチンの先頭アドレスがBRDRに格納されます。 

 TRAPAは（b）に含まれます。 

3. BRSRとBRDRは、4組のキュー構造からなっています。PCトレースレジスタに格納されたアドレスの読み出

し時、キューの先頭を最初に読み出します。BRSRとBRDRはリードポインタを共有します。 BRSR、BRDR

の順で読み出してください。キューはBRDRの読み出し後のみシフトされます。BRCRのPCTEビットをオフ

からオンに切り替えると、キューの値は無効になります。 
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16.3.7 使用例 

（1） Lバス命令フェッチサイクルに指定したブレーク条件 

（A）レジスタ指定 

BARA＝H'00000404、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'0054、BARB＝H'00008010、BAMRB＝H'00000006、

BBRB＝H'0054、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00300400 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00000404、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行後）／読み出し（オペランドサイズは条件に含まれませ

ん） 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'00008010、アドレスマスク：H'00000006 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し（オペランドサイズは条件に合まれませ

ん） 

ユーザブレークは、アドレス H'00000404の命令実行後、またはアドレス H'00008010～H'00008016の命令

の実行前に発生します。 
 
（B）レジスタ指定 

BARA＝H'00037226、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'0056、BARB＝H'0003722E、BAMRB＝H'00000000、

BBRB＝H'0056、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、 

BRCR＝H'00000008 

指定条件：チャネル A／チャネル Bシーケンシャルモード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00037226、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し／ワード 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'0003722E、アドレスマスク：H'00000000 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し／ワード 
 

アドレス H'00037226の命令が実行された後、アドレス H'0003722Eの命令実行前にユーザブレークが発生

します。 
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（C）レジスタ指定 

BARA＝H'00027128、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'005A、BARB＝H'00031415、BAMRB＝H'00000000、

BBRB＝H'0054、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00300000 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00027128、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／書き込み／ワード 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'00031415、アドレスマスク：H'00000000 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し（オペランドサイズは条件に含まれませ

ん） 

チャネル Aでは、命令フェッチは書き込みサイクルではないのでユーザブレークは発生しません。チャ

ネル Bでは、命令フェッチは偶数アドレスに対して実行されるのでユーザブレークは発生しません。 
 
（D）レジスタ指定 

BARA＝H'00037226、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'005A、BARB＝H'0003722E、BAMRB＝H'00000000、

BBRB＝H'0056、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00000008 

指定条件：チャネル A／チャネル Bシーケンシャルモード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00037226、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／書き込み／ワード 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'0003722E、アドレスマスク：H'00000000 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し／ワード 
 

チャネル Aで命令フェッチは書き込みサイクルではないので、シーケンシャル条件は一致しません。し

たがって、ユーザブレークは発生しません。 
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（E）レジスタ指定 

BARA＝H'00000500、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'0057、BARB＝H'00001000、BAMRB＝H'00000000、

BBRB＝H'0057、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00300001、BETR＝H'0005 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00000500、アドレスマスク：H'00000000  

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し／ロングワード 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'00001000、アドレスマスク：H'00000000 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し／ロングワード 

実行回数ブレークイネーブル（5回） 
 

チャネルAでは、ユーザブレークはアドレスH'00000500の命令の実行前に発生します。チャネル Bでは、

ユーザブレークはアドレス H'00001000の命令を 4回実行した後、5回目の命令実行前に発生します。 
 
（F）レジスタ指定 

BARA＝H'00008404、BAMRA＝H'00000FFF、BBRA＝H'0054、BARB＝H'00008010、BAMRB＝H'00000006、

BBRB＝H'0054、BDRB＝H'00000000、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00000400 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00008404、アドレスマスク：H'00000FFF 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行後）／読み出し（オペランドサイズは条件には含まれませ

ん） 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'00008010、アドレスマスク：H'00000006 

データ：H'00000000、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／命令フェッチ（命令実行前）／読み出し（オペランドサイズは条件には含まれま

せん） 
 

ユーザブレークは、アドレス H'00008000～H'00008FFEの命令の実行後、またはアドレス H'00008010～

H'00008016の命令の実行前に発生します。 
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（2） Lバスデータアクセスサイクルに指定したブレーク条件 

（A）レジスタ指定 

BARA＝H'00123456、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'0064、BARB＝H'000ABCDE、BAMRB＝H'000000FF、

BBRB＝H'006A、BDRB＝H'0000A512、BDMRB＝H'00000000、BRCR＝H'00000080 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00123456、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／データアクセス／読み出し（オペランドサイズは条件に含まれません） 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'000ABCDE、アドレスマスク：H'000000FF 

データ：H'0000A512、データマスク：H'00000000 

バスサイクル：Lバス／データアクセス／書き込み／ワード 
 

チャネル Aでは、ユーザブレークは、アドレス H'00123454に対するロングワードの読み出し、アドレス

H'00123456に対するワード読み出し、あるいはアドレス H'00123456に対するバイト読み出しで発生しま

す。チャネル Bでは、ユーザブレークは H'000ABC00～H'000ABCFEにワード H'A512を書き込むときに

発生します。 
 

（3） Iバスデータアクセスサイクルに指定されたブレーク条件 

レジスタ指定： 

BARA＝H'00314156、BAMRA＝H'00000000、BBRA＝H'0094、BARB＝H'00055555、BAMRB＝H'00000000、

BBRB＝H'00A9、BDRB＝H'00007878、BDMRB＝H'00000F0F、BRCR＝H'00000080 

指定条件：チャネル A／チャネル B独立モード 

＜チャネル A＞ 

アドレス：H'00314156、アドレスマスク：H'00000000 

バスサイクル：Iバス／命令フェッチ／読み出し（オペランドサイズは条件に含まれません） 

＜チャネル B＞ 

アドレス：H'00055555、アドレスマスク：H'00000000 

データ：H'00000078、データマスク；H'0000000F 

バスサイクル：Iバス／データアクセス／書き込み／バイト 

チャネル Aでは、ユーザブレークはメモリ空間のアドレス H'00314156に対する命令フェッチで発生しま

す。チャネル Bでは、ユーザブレークは Iバス上でバイト H'7*をアドレス H'00055555に書き込むときに

発生します。 
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16.3.8 注意事項 

1. UBCのレジスタの読み出しまたは書き込みは、Iバス経由で行われます。したがって、UBCのレジスタを書き

換える命令を実行してから実際にその値が反映されるまでの期間は、所望のブレークが発生しない場合があ

ります。UBCレジスタが変更されるタイミングを知るためには、最後に書き込んだレジスタを読み出してく

ださい。それ以降の命令は、新しく書き込んだレジスタ値に対して有効です。 

2. UBCはLバスとIバスサイクルを同じチャネルで監視することはできません。 

3. シーケンシャルブレークの指定においての注意事項は、次のとおりです。 

シーケンシャルブレークの設定時、Aチャネル一致が発生後Bチャネル一致が発生するとき、条件一致が発生

します。したがって、チャネルA一致とチャネルB一致が同時に発生するバスサイクルが設定されても、ブレ

ークは発生しません。 

4. ユーザブレークと他の例外が同一命令で発生した場合は、「第5章 例外処理」の表5.1に定められた優先順

位で判定が行われます。より高い順位の例外が発生した場合は、ユーザブレークは発生しません。 

• 命令実行前ブレークは他のどの例外よりも優先して受け付けられます。 

• 命令実行後ブレークやデータアクセスブレークは、より優先度の高い再実行型の例外（命令実行前ブレーク

を含む）と同時に発生した場合、再実行型の例外が受け付けられ条件一致を示すフラグもセットされません

（ただし、5項に示す例外事項があります）。例外処理により再実行型の例外要因が解消され、同命令が再実

行されて完了する時点で改めてブレークが発生し、フラグがセットされます。 

• 命令実行後ブレークやデータアクセスブレークが、より優先度の高い完了型の例外（TRAPA）と同時に発生

した場合は、ブレークは発生しませんが条件一致を示すフラグはセットされます。 

5. 4項の例外事項として、次の注意事項があります。 

データアクセスによりCPUアドレスエラーが発生する命令において、命令実行後ブレークやデータアクセス

ブレークが成立する場合は、ブレークに優先してCPUアドレスエラーが発生します。この際、UBCの条件一

致フラグもセットされます。 

6. 遅延スロットでブレークが発生する場合は、次の注意事項があります。 

RTE命令の遅延スロット命令に対して命令実行前ブレークを設定した場合は、RTE命令の分岐先の実行前ま

でブレークは発生しません。 

7. UBCモジュールスタンバイ時は、ユーザブレーク機能を使用できません。また、モジュールスタンバイ中は

UBCレジスタを書き込みしないでください。読み書きした場合は、その値は保証されません。 
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17. ユーザデバッグインタフェース（H-UDI） 

本 LSIは、バウンダリスキャン機能やエミュレータのサポートのため、ユーザデバッグインタフェース（H-UDI）

を内蔵しています。 

本章では、H-UDIのバウンダリスキャン機能について説明します。H-UDIのエミュレータ専用機能については

各エミュレータのユーザーズマニュアルを参照してください。 

17.1 特長 
ユーザデバッグインタフェース（H-UDI）は、JTAG（Joint Test Action Group, IEEE Std.1149.1 and IEEE Standard Test 

Access Port and Boundary－Scan Architecture）に準拠したシリアル入出力インタフェースです。 

本 LSIの H-UDIはバウンダリスキャンをサポートし、エミュレータとの接続にも使用されます。 

エミュレータを使用する場合は、H-UDIの機能を使用しないでください。エミュレータとの接続方法は、エミ

ュレータのマニュアルを参照してください。 

H-UDIのブロック図を図 17.1に示します。 

SDIR

SDID

TCK

TDO

TDI

TMS

TRST

SDBPR

MUX

シ
フ
ト
レ
ジ
ス
タ

S
D

B
S

R

TAPコントローラ デコーダ
ローカル
バス

【記号説明】
　　SDBPR：バイパスレジスタ
　　SDBSR：バウンダリスキャンレジスタ
　　SDIR：インストラクションレジスタ
　　SDID：IDレジスタ  

図 17.1 H-UDIのブロック図 
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17.2 入出力端子 
表 17.1に H-UDIの端子構成を示します。 

 
表 17.1 端子構成 

名称 入出力 説   明 

TCK 入力 シリアルデータ入出力用クロック端子 

データはこのクロックに同期してデータ入力端子（TDI）から H-UDIにシリアルに供給され、

データ出力端子（TDO）から出力されます。 

TMS 入力 モードセレクト入力端子 

TCKに同期してこの信号を変化させることによって TAP制御回路の状態が決まります。プロ

トコルは JTAG規格（IEEE Std.1149.1）に準拠しています。 

TRST 入力 リセット入力端子 

TCKとは非同期で入力を受け付けローレベルで H-UDIをリセットします。H-UDI機能の利用の

有無にかかわらず、電源投入時に TRSTを一定期間ローレベルにしなければなりません。これ

は JTAGの規格と異なります。リセット構成の詳細については「17.4.2 リセット構成」を参

照してください。 

TDI 入力 シリアルデータ入力端子 

TCKに同期してこの端子を変化させることによって H-UDIにデータを送ります。 

TDO 出力 シリアルデータ出力端子 

TCKに同期してこの端子を読み出すことによって H-UDIからデータを読み取ります。データ出

力タイミングは SDIRに設定されているコマンドの種類により異なります。詳細については、

「17.3.2 インストラクションレジスタ（SDIR）」を参照してください。 

ASEMD 入力 ASEモードセレクト端子 

ASEMD端子にローレベルを入力すると ASEモードになり、ハイレベルを入力すると通常モー

ドになります。ASEモードでは、エミュレータ専用の機能が使用可能になります。RES端子ア

サート期間以外で、ASEMD端子への入力レベルを変化させないでください。 

 

17.3 レジスタの説明 
H-UDIには以下のレジスタがあります。レジスタのアドレスおよび各処理状態におけるレジスタの状態につい

ては「第 18章 レジスタ一覧」を参照してください。 

• バイパスレジスタ（SDBPR） 

• インストラクションレジスタ（SDIR） 

• バウンダリスキャンレジスタ（SDBSR） 

• IDレジスタ（SDID） 
 



17. ユーザデバッグインタフェース（H-UDI） 

Rev.4.00  2007.06.13  17-3 
  RJJ09B0262-0400 

17.3.1 バイパスレジスタ（SDBPR） 

SDBPRは CPUではアクセスすることができない 1ビットのレジスタです。SDIRをバイパスモードにセットす

ると、SDBPRは H-UDI端子の TDIと TDOの間に接続されます。初期値は不定です。 
 

17.3.2 インストラクションレジスタ（SDIR） 

SDIRは、CPUからは読み出しのみ可能な 16ビットのレジスタです。初期状態でこのレジスタは JTAG IDCODE

になっています。TRSTのアサートまたは、TAPの Test-Logic-Reset状態のときに初期化されます。また、H-UDI

からは CPUのモードに関係なく書き込みを行うことができます。このレジスタに予約となっているコマンドをセ

ットした場合の動作は保証しません。 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

15～13 TI7～TI5 すべて 1 R 

12 TI4 0 R 

11～8 TI3～TI0 すべて 1 R 

テストインストラクション 7～0 

H-UDIのインストラクションは、TDIからのシリアル入力によって SDIRに

転送されます。 

コマンドは表 17.2を参照してください。 

7～2 － すべて 1 R リザ－ブビットです。読み出すと常に 1が読み出されます。 

1 － 0 R リザ－ブビットです。読み出すと常に 0が読み出されます。 

0 － 1 R リザ－ブビットです。読み出すと常に 1が読み出されます。 

 
表 17.2 H-UDIコマンド 

ビット 15～8 説   明 

TI7 TI6 TI5 TI4 TI3 TI2 TI1 TI0  

0 0 0 0 － － － － JTAG EXTEST 

0 0 1 0 － － － － JTAG CLAMP 

0 0 1 1 － － － － JTAG HIGHZ 

0 1 0 0 － － － － JTAG SAMPLE/PRELOAD 

0 1 1 0 － － － － H-UDIリセット、ネゲ－ト 

0 1 1 1 － － － － H-UDIリセット、アサート 

1 0 1 － － － － － H-UDI割り込み 

1 1 1 0 － － － － JTAG IDCODE（初期値） 

1 1 1 1 － － － － JTAG BYPASS 

上記以外 予約 

 

17.3.3 バウンダリスキャンレジスタ（SDBSR） 

SDBSRは、本 LSIの入出力端子の制御を行うために PAD上に配置された 333ビットのシフトレジスタです。

初期値は不定です。CPUからはアクセスできません。 

EXTEST、SAMPLE/PRELOAD、CLAMP、HIGHZコマンドを用いて、JTAG規格に準拠したバウンダリスキャ

ンテストを行うことができます。表 17.3に本 LSIの端子とバウンダリスキャンレジスタの対応を示します。 
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表 17.3 外部端子とバウンダリスキャンレジスタの対応 

ビット名 端子名 入出力 ビット名 端子名 入出力 

from TDI 297 PD05/IRQ5/TxD2/- OUT 

332 PD06/IRQ6/RxD2/- IN 296 PD04/IRQ4/SCK1/- OUT 

331 PD05/IRQ5/TxD2/- IN 295 PD03/IRQ3/RxD1/- OUT 

330 PD04/IRQ4/SCK1/- IN 294 PD02/IRQ2/TxD1/- OUT 

329 PD03/IRQ3/RxD1/- IN 293 PD01/IRQ1/-/- OUT 

328 PD02/IRQ2/TxD1/- IN 292 PD00/IRQ0/-/- OUT 

327 PD01/IRQ1/-/- IN 291 PE08/HIFCS OUT 

326 PD00/IRQ0/-/- IN 290 PE24/HIFD15/CTS1/- OUT 

325 PE08/HIFCS IN 289 PE23/HIFD14/RTS1/- OUT 

324 PE24/HIFD15/CTS1/- IN 288 PE22/HIFD13/CTS0/- OUT 

323 PE23/HIFD14/RTS1/- IN 287 PE21/HIFD12/RTS0/- OUT 

322 PE22/HIFD13/CTS0/- IN 286 PE20/HIFD11/SCK1/- OUT 

321 PE21/HIFD12/RTS0/- IN 285 PE19/HIFD10/RxD1/- OUT 

320 PE20/HIFD11/SCK1/- IN 284 PE18/HIFD09/TxD1/- OUT 

319 PE19/HIFD10/RxD1/- IN 283 PE17/HIFD08/SCK0/- OUT 

318 PE18/HIFD09/TxD1/- IN 282 PE16/HIFD07/RxD0/- OUT 

317 PE17/HIFD08/SCK0/- IN 281 PE15/HIFD06/TxD0/- OUT 

316 PE16/HIFD07/RxD0/- IN 280 PE14/HIFD05 OUT 

315 PE15/HIFD06/TxD0/- IN 279 PE13/HIFD04 OUT 

314 PE14/HIFD05 IN 278 PE12/HIFD03 OUT 

313 PE13/HIFD04 IN 277 PE11/HIFD02 OUT 

312 PE12/HIFD03 IN 276 PE10/HIFD01 OUT 

311 PE11/HIFD02 IN 275 PE09/HIFD00 OUT 

310 PE10/HIFD01 IN 274 PE07/HIFRS OUT 

309 PE09/HIFD00 IN 273 PE06/HIFWR OUT 

308 PE07/HIFRS IN 272 PE05/HIFRD OUT 

307 PE06/HIFWR IN 271 PE04/HIFINT OUT 

306 PE05/HIFRD IN 270 PE03/HIFMD OUT 

305 PE04/HIFINT IN 269 PE02/HIFDREQ OUT 

304 PE03/HIFMD IN 268 PE01/HIFRDY OUT 

303 PE02/HIFDREQ IN 267 PE00/HIFEBL OUT 

302 PE01/HIFRDY IN 266 PC17/-/-/- OUT 

301 PE00/HIFEBL IN 265 PC16/-/-/- OUT 

300 PC17/-/-/- IN 264 PD06/IRQ6/RxD2/- Control 

299 PC16/-/-/- IN 263 PD05/IRQ5/TxD2/- Control 

298 PD06/IRQ6/RxD2/- OUT 262 PD04/IRQ4/SCK1/- Control 
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ビット名 端子名 入出力 ビット名 端子名 入出力 

261 PD03/IRQ3/RxD1/- Control 224 PC03/-/-/- IN 

260 PD02/IRQ2/TxD1/- Control 223 PC10/-/-/- IN 

259 PD01/IRQ1/-/- Control 222 PC18/-/-/- IN 

258 PD00/IRQ0/-/- Control 221 PC11/-/-/- IN 

257 PE08/HIFCS Control 220 PC13/-/-/- IN 

256 PE24/HIFD15/CTS1/- Control 219 PC04/-/-/- IN 

255 PE23/HIFD14/RTS1/- Control 218 PC05/-/-/- IN 

254 PE22/HIFD13/CTS0/- Control 217 PC06/-/-/- IN 

253 PE21/HIFD12/RTS0/- Control 216 PC07/-/-/- IN 

252 PE20/HIFD11/SCK1/- Control 215 PC12/-/-/- IN 

251 PE19/HIFD10/RxD1/- Control 214 PC14/-/-/- IN 

250 PE18/HIFD09/TxD1/- Control 213 PC20/-/-/- IN 

249 PE17/HIFD08/SCK0/- Control 212 PC19/-/-/- IN 

248 PE16/HIFD07/RxD0/- Control 211 MD3 IN 

247 PE15/HIFD06/TxD0/- Control 210 MD5 IN 

246 PE14/HIFD05 Control 209 NMI IN 

245 PE13/HIFD04 Control 208 TESTMD IN 

244 PE12/HIFD03 Control 207 PC09/-/-/- OUT 

243 PE11/HIFD02 Control 206 PC15/-/-/- OUT 

242 PE10/HIFD01 Control 205 PC08/-/-/- OUT 

241 PE09/HIFD00 Control 204 PC00/-/-/- OUT 

240 PE07/HIFRS Control 203 PC01/-/-/- OUT 

239 PE06/HIFWR Control 202 PC02/-/-/- OUT 

238 PE05/HIFRD Control 201 PC03/-/-/- OUT 

237 PE04/HIFINT Control 200 PC10/-/-/- OUT 

236 PE03/HIFMD Control 199 PC18/-/-/- OUT 

235 PE02/HIFDREQ Control 198 PC11/-/-/- OUT 

234 PE01/HIFRDY Control 197 PC13/-/-/- OUT 

233 PE00/HIFEBL Control 196 PC04/-/-/- OUT 

232 PC17/-/-/- Control 195 PC05/-/-/- OUT 

231 PC16/-/-/- Control 194 PC06/-/-/- OUT 

230 PC09/-/-/- IN 193 PC07/-/-/- OUT 

229 PC15/-/-/- IN 192 PC12/-/-/- OUT 

228 PC08/-/-/- IN 191 PC14/-/-/- OUT 

227 PC00/-/-/- IN 190 PC20/-/-/- OUT 

226 PC01/-/-/- IN 189 PC19/-/-/- OUT 

225 PC02/-/-/- IN 188 TESTOUT OUT 
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ビット名 端子名 入出力 ビット名 端子名 入出力 

187 PC09/-/-/- Control 150 D09 IN 

186 PC15/-/-/- Control 149 D08 IN 

185 PC08/-/-/- Control 148 PB02/CKE IN 

184 PC00/-/-/- Control 147 PB03/CAS IN 

183 PC01/-/-/- Control 146 PB04/RAS IN 

182 PC02/-/-/- Control 145 PB12/CS3 IN 

181 PC03/-/-/- Control 144 D00 OUT 

180 PC10/-/-/- Control 143 D01 OUT 

179 PC18/-/-/- Control 142 D02 OUT 

178 PC11/-/-/- Control 141 D03 OUT 

177 PC13/-/-/- Control 140 D04 OUT 

176 PC04/-/-/- Control 139 D05 OUT 

175 PC05/-/-/- Control 138 D06 OUT 

174 PC06/-/-/- Control 137 D07 OUT 

173 PC07-/-/- Control 136 D15 OUT 

172 PC12/-/-/- Control 135 D14 OUT 

171 PC14/-/-/- Control 134 D13 OUT 

170 PC20/-/-/- Control 133 D12 OUT 

169 PC19/-/-/- Control 132 D11 OUT 

168 TESTOUT Control 131 D10 OUT 

167 MD0 IN 130 D09 OUT 

166 MD1 IN 129 D08 OUT 

165 D00 IN 128 WE0,DQMLL OUT 

164 D01 IN 127 WE1,DQMLU,WE OUT 

163 D02 IN 126 RDWR OUT 

162 D03 IN 125 PB02/CKE OUT 

161 D04 IN 124 PB03/CAS OUT 

160 D05 IN 123 PB04/RAS OUT 

159 D06 IN 122 PB12/CS3 OUT 

158 D07 IN 121 A00 OUT 

157 MD2 IN 120 A01 OUT 

156 D15 IN 119 A02 OUT 

155 D14 IN 118 D00 Control 

154 D13 IN 117 D01 Control 

153 D12 IN 116 D02 Control 

152 D11 IN 115 D03 Control 

151 D10 IN 114 D04 Control 
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ビット名 端子名 入出力 ビット名 端子名 入出力 

113 D05 Control 76 PA22/A22 IN 

112 D06 Control 75 PA23/A23 IN 

111 D07 Control 74 PA24/A24 IN 

110 D15 Control 73 PA25/A25 IN 

109 D14 Control 72 PD07/IRQ7/SCK2/- IN 

108 D13 Control 71 A03 OUT 

107 D12 Control 70 A04 OUT 

106 D11 Control 69 A05 OUT 

105 D10 Control 68 A06 OUT 

104 D09 Control 67 A07 OUT 

103 D08 Control 66 A08 OUT 

102 WE0,DQMLL Control 65 A09 OUT 

101 WE1,DQMLU,WE Control 64 A10 OUT 

100 RDWR Control 63 A11 OUT 

99 PB02/CKE Control 62 A12 OUT 

98 PB03/CAS Control 61 A13 OUT 

97 PB04/RAS Control 60 A14 OUT 

96 PB12/CS3 Control 59 A15 OUT 

95 A00 Control 58 PB13/BS OUT 

94 A01 Control 57 CS0 OUT 

93 A02 Control 56 PB11/CS4 OUT 

92 PB13/BS IN 55 RD OUT 

91 PB11/CS4 IN 54 PB00/WAIT OUT 

90 PB00/WAIT IN 53 PB05/ICIORD OUT 

89 PB05/ICIORD IN 52 PB06/ICIOWR OUT 

88 PB06/ICIOWR IN 51 PB01/IOIS16 OUT 

87 PB01/IOIS16 IN 50 PB09/CE2A OUT 

86 PB09/CE2A IN 49 PB10/CS5B,CE1A OUT 

85 PB10/CS5B,CE1A IN 48 PB07/CE2B OUT 

84 PB07/CE2B IN 47 PB08/CS6B,CE1B OUT 

83 PB08/CS6B,CE1B IN 46 PA16/A16 OUT 

82 PA16/A16 IN 45 PA17/A17 OUT 

81 PA17/A17 IN 44 PA18/A18 OUT 

80 PA18/A18 IN 43 PA19/A19 OUT 

79 PA19/A19 IN 42 PA20/A20 OUT 

78 PA20/A20 IN 41 PA21/A21 OUT 

77 PA21/A21 IN 40 PA22/A22 OUT 
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ビット名 端子名 入出力 ビット名 端子名 入出力 

39 PA23/A23 OUT 18 PB00/WAIT Control 

38 PA24/A24 OUT 17 PB05/ICIORD Control 

37 PA25/A25 OUT 16 PB06/ICIOWR Control 

36 PD07/IRQ7/SCK2/- OUT 15 PB01/IOIS16 Control 

35 A03 Control 14 PB09/CE2A Control 

34 A04 Control 13 PB10/CS5B,CE1A Control 

33 A05 Control 12 PB07/CE2B Control 

32 A06 Control 11 PB08/CS6B,CE1B Control 

31 A07 Control 10 PA16/A16 Control 

30 A08 Control 9 PA17/A17 Control 

29 A09 Control 8 PA18/A18 Control 

28 A10 Control 7 PA19/A19 Control 

27 A11 Control 6 PA20/A20 Control 

26 A12 Control 5 PA21/A21 Control 

25 A13 Control 4 PA22/A22 Control 

24 A14 Control 3 PA23/A23 Control 

23 A15 Control 2 PA24/A24 Control 

22 PB13/BS Control 1 PA25/A25 Control 

21 CS0 Control 0 PD07/IRQ7/SCK2/- Control 

20 PB11/CS4 Control 

19 RD Control 
to TDO  

【注】 Controlはローアクティブの信号です。 

 Controlをローにすることで、該当ピンを OUTの値でドライブします。 
 

17.3.4 IDレジスタ（SDID） 

SDIDは、SDIDHと SDIDLを連結した 32ビットレジスタで、おのおの CPUから読み出し可能な 16ビットのレ

ジスタです。CPUからは、読み出しのみ可能です｡ 

H-UDI端子側からは、IDCODEのコマンドがセットされ、TAPのステートが Shift-DRのとき、TDOから読み出

し可能です。書き込みはできません｡ 
 
ビット ビット名 初期値 R/W 説   明 

31～0 DID31～

DID0 

説明を 

参照 

R デバイス ID31～0 

JTAGに規定されている IDレジスタです。本 LSIでは、H'002B200F（初期

値）です。ただし、上位 4ビットはチップのバージョンにより変更される

ことがあります。 

SDIDHはビット 31～16に対応します。 

SDIDLはビット 15～0に対応します。 
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17.4 動作説明 

17.4.1 TAPコントローラ 

図 17.2に TAPコントローラの内部状態を示します。JTAGで規定されている状態遷移に準拠しています。 

Tset -logic-reset

Capture-DR

Shift-DR

Exit1-DR

Pause-DR

Exit2-DR

Update-DR

Select-DR-scanRun-test/idle

1

0

0

0

0
1 1 1

1

0

0

0

1

1 1

0

1

1

1 0

Capture-IR

Shift-IR

Exit1-IR

Pause-IR

Exit2-IR

Update-IR

Select-IR-scan

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1 0

 

図 17.2 TAPコントロ－ラ状態遷移図 

【注】 遷移条件は TCKの立ち上がりエッジにおける TMS値です。TDI値は TCKの立ち上がりエッジでサンプリングし、TCK

の立ち下がりエッジでシフトします。TDO値の変化タイミングについては、「17.4.3 TDO出力タイミング」を参照

してください。また、TDOは Shift-DR、Shift-IR状態以外ではハイインピーダンス状態です。TRST＝0で TCKとは非

同期で Test-Logic-Reset状態へ遷移します。 
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17.4.2 リセット構成 
 

表 17.4 リセット構成 

ASEMD*1 RES TRST チップ状態 

L 通常リセットおよび H-UDIリセット L 

H 通常リセット 

L H-UDIリセットのみ 

H 

H 

H 通常動作 

L リセットホールド*2 L 

H 通常リセット 

L H-UDIリセットのみ 

L 

H 

H 通常動作 

【注】 *1 通常モードと ASEモードの設定を選択 

ASEMD＝H、通常モード 

ASEMD＝L、ASEモード 

 *2 ASEモード時、リセットホールドは一定サイクル期間、RESと TRST端子をローレベルにセットすることによっ

て有効になります。この状態で RESをハイレベルにセットしても CPUは起動しません。その後 TRSTをハイレ

ベルにセットすると、H-UDI動作が有効になりますが CPUは起動しません。リセットホールド状態は次のように

して解除されます。 

・別の RESアサート（パワーオンリセット） 

・TRSTの再アサート 
 

17.4.3 TDO出力タイミング 

TDOから出力するデータの切り替えタイミングは SDIRに設定されているコマンドの種類により切り替わりま

す。JTAGコマンド（EXTEST、CLAMP、HIGHZ、SAMPLE/PRELOAD、IDCODE、BYPASS）が設定されている

ときには、TCKの立ち下がりエッジに同期して変化します。これは JTAG規格のタイミングです。H-UDIコマン

ド（H-UDIリセットネゲート、H-UDIリセットアサート、H-UDI割り込み）が設定されているときには、JTAG

規格より半サイクル早い TCKの立ち上がりエッジに同期して出力されます。 

TDO
H-UDI

TCK

TDO
JTAG

tTDO

tTDO

 

図 17.3 H-UDIデータ転送タイミング 



17. ユーザデバッグインタフェース（H-UDI） 

Rev.4.00  2007.06.13  17-11 
  RJJ09B0262-0400 

17.4.4 H-UDIリセット 

H-UDIリセットは、SDIRへ H-UDIリセットアサートコマンドをリセットすることにより発生します。H-UDI

リセットはパワーオンリセットと同様のリセットです。H-UDIリセットネゲートコマンドを入力することにより、

H-UDIリセットが解除されます。H-UDIリセットアサートコマンドと H-UDIリセットネゲートコマンド間に必要

な時間は、パワーオンリセットをかけるために RES端子をローレベルに保つ時間と同じです。 

H-UDIリセットアサート H-UDIリセットネゲートSDIR

チップ内部リセット

CPU状態 H'A0000000へ分岐

 

図 17.4 H-UDIリセット 

 

17.4.5 H-UDI割り込み 

H-UDI割り込み機能は SDIRへH-UDIからのコマンドをセットすることにより割り込みを発生させます。H-UDI

割り込みは一般例外／割り込み動作であり、VBR値とオフセットの和に基づくアドレスに分岐が発生し、RTE命

令で復帰します。この割り込み要求は固定優先順位 15を持っています。 

スリープモード中でも H-UDI割り込みは受け付けられますが、スタンバイモードでは、H-UDI割り込みは受け

付けられません。 
 

17.5 バウンダリスキャン 
H-UDIから SDIRにコマンドを設定することにより、H-UDI端子を JTAGで規定されているバウンダリスキャ

ンモードに設定できます。 

17.5.1 サポートする命令 

本 LSIでは、JTAG規格で定義される 3つの必須命令（BYPASS、SAMPLE/PRELOAD、EXTEST）と３つのオ

プション命令（IDCODE、CLAMP、HIGHZ）をサポートします。 

（1） BYPASS 

BYPASS命令は、バイパスレジスタを動作させる必須の標準命令です。この命令はシフトパスを短縮してプリ

ント基板上の他の LSIのシリアルデータを転送高速化するためのものです。この命令の実行中、テスト回路はシ

ステム回路に何も影響を与えません。命令コードの上位 4ビットは 1111です。 
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（2） SAMPLE/PRELOAD 

SAMPLE/PRELOAD命令は本 LSIの内部回路からバウンダリスキャンレジスタに値を入力し、スキャンパスか

ら出力したり、スキャンパスにデータをロードする命令です。本命令実行中本 LSIの入力ピンはそのまま内部回

路に伝達され、内部回路の値はそのまま出力ピンから外部へ出力されます。本命令の実行により本 LSIのシステ

ム回路は何の影響も受けません。命令コードの上位 4ビットは 0100です。 

SAMPLE動作では、入力ピンから内部回路へ転送される値や内部回路から出力ピンへ転送される値のスナップ

ショットをバウンダリスキャンレジスタに取り込みスキャンパスから読み出します。スナップショットの取り込

みは Capture-DR状態の TCKの立ち上がりに同期して行われます。スナップショットの取り込みは本 LSIの通常

動作を妨げずに行われます。 

PRELOAD動作では、EXTEST命令に先立ちスキャンパスからバウンダリスキャンレジスタのパラレル出力ラ

ッチに初期値を設定します。PRELOAD動作がないと、EXTEST命令を実行するとき、最初のスキャンシーケン

スが完了する（出力ラッチへの転送）までの間出力ピンから不定値が出力される（EXTEST命令では出力ピンに

常にパラレル出力ラッチを出力する）ことになります。 
 

（3） EXTEST 

本命令では、本 LSIをプリント基板に実装したとき、外部回路をテストするためのものです。本命令の実行時、

出力ピンはバウンダリスキャンレジスタからテストデータ（SAMPLE/PRELOAD命令ですでに設定されています）

をプリント基板へ出力するために使用され、入力ピンはプリント基板からバウンダリスキャンレジスタにテスト

結果を取り込むために使用されます。EXTEST命令を N回用いてテストを行うとき、N回目のテストデータは（N

－1）回目のスキャンアウトのときにスキャンインされます。 

本命令の Capture-DR状態で出力ピンのバウンダリスキャンレジスタにロードされたデータは外部回路のテスト

には使用されません（シフト動作で入れ換えます）。 

命令コードの上位 4ビットは 0000です。 
 

（4） IDCODE 

H-UDI端子から SDIRにコマンドを設定することにより H-UDI端子を JTAGで規定されている IDCODEモード

に設定できます｡H-UDIを初期化した場合（TRSTのアサート、またはTAPをTest-Logic-Reset状態にする）、IDCODE

モードになります。 
 

（5） CLAMP、HIGHZ 

H-UDI端子から SDIRにコマンドを設定することにより H-UDI端子を JTAGで規定されている CLAMP、HIGHZ

モードに設定できます｡ 
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17.5.2 注意事項 

1. 以下の端子はバウンダリンスキャンの対象外です。 

クロック関連（EXTAL、XTAL、CKIO、TESTOUT2） 

システム、E10A関連（RES、ASEMD） 

H-UDI関連（TCK、TDI、TDO、TMS、TRST） 

2. EXTEST、CLAMP、HIGHZコマンドを設定時には、RES端子はローレベル固定にしてください。 

3. BYPASS、IDCODEを除くバウンダリスキャン実行中は、ASEMD端子をハイレベルに固定してください。 
 

17.6 使用上の注意事項 

1. H-UDIコマンドは、いったんセットされると他のコマンドがH-UDIから再発行されないかぎり変更されませ

ん。同じコマンドを連続して与える場合は、チップ動作に影響のないコマンド（BYPASSなど）をいったん

設定してから再度コマンドを設定する必要があります｡ 

2. スタンバイモードではチップ動作が中断されるためH-UDIコマンドは受け付けられません。また、スタンバ

イモードの前後でTAPの状態を保持するためには、スタンバイモード遷移の際、TCKをハイレベルにしてお

く必要があります。 

3. H-UDIはエミュレータの接続に使用されます。したがって、エミュレータを使用する場合には、H-UDIの機

能は使用できません。 
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18. レジスタ一覧 

アドレス一覧では、内蔵レジスタのアドレス、ビット構成および動作モード別の状態に関する情報をまとめて

います。表記方法は下記のとおりです。 
 

1. レジスタアドレス一覧（アドレス順） 

• 割り付けアドレスの小さいレジスタから順に記載します。 

• リザーブアドレスは、レジスタ名称部を「－」で表記しています。 

リザーブアドレスのアクセスはしないでください。 

• アドレスは、16ビットまたは32ビットの場合、MSB側のアドレスを記載しています。 

• モジュール名称による分類をしています。 

• アクセスサイズを表示しています。 
 

2. ビット構成一覧 

• 「レジスタアドレス一覧（アドレス順）」の順序で、ビット構成を記載しています。 

• リザーブビットは、ビット名称部に「－」で表記しています。 

• ビット名称部が空白のものは、そのレジスタ全体がカウンタやデータに割り付けられていることを示します。 

• 16ビットまたは32ビットのレジスタの場合、MSB側のビットから記載しています。 
 

3. 各動作モード別レジスタの状態 

• 「レジスタアドレス一覧（アドレス順）」の順序で、レジスタの状態を記載しています。 

• 基本的な動作モードにおけるレジスタの状態を示しており、内蔵モジュール固有のリセットなどがある場合

は、内蔵モジュールの章を参照してください。 
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18.1 レジスタアドレス一覧（アドレス順） 
アクセスサイズは、ビット数を示します。 

アクセスステート数は、指定の基準クロックのステート数を示します。 

ただし、B:8ビットアクセス時、W:16ビットアクセス時、L:32ビットアクセス時の値です。 

【注】 未定義・リザーブアドレスのアクセスは禁止します。これらのレジスタをアクセスした時の動作および継続する動作に

ついては保証できませんので、アクセスしないようにしてください。 
 

レジスタ名称 略称 ビット数 アドレス モジュール アクセス 

サイズ 

キャッシュ制御レジスタ 3 CCR3 32 H'F80000B4 キャッシュ 32 

ポート Aデータレジスタ H PADRH 16 H'F8050000 I/O 8/16 

ポート A・IOレジスタ H PAIORH 16 H'F8050004 I/O 8/16 

ポート Aコントロールレジスタ H1 PACRH1 16 H'F8050008 I/O 8/16 

ポート Aコントロールレジスタ H2 PACRH2 16 H'F805000A I/O 8/16 

ポート Bデータレジスタ L PBDRL 16 H'F8050012 I/O 8/16 

ポート B・IOレジスタ L PBIORL 16 H'F8050016 I/O 8/16 

ポート Bコントロールレジスタ L1 PBCRL1 16 H'F805001C I/O 8/16 

ポート Bコントロールレジスタ L2 PBCRL2 16 H'F805001E I/O 8/16 

ポート Cデータレジスタ H PCDRH 16 H'F8050020 I/O 8/16 

ポート Cデータレジスタ L PCDRL 16 H'F8050022 I/O 8/16 

ポート C・IOレジスタ H PCIORH 16 H'F8050024 I/O 8/16 

ポート C・IOレジスタ L PCIORL 16 H'F8050026 I/O 8/16 

ポート Dデータレジスタ L PDDRL 16 H'F8050032 I/O 8/16 

ポート D・IOレジスタ L PDIORL 16 H'F8050036 I/O 8/16 

ポート Dコントロールレジスタ L2 PDCRL2 16 H'F805003E I/O 8/16 

ポート Eデータレジスタ H PEDRH 16 H'F8050040 I/O 8/16 

ポート Eデータレジスタ L PEDRL 16 H'F8050042 I/O 8/16 

ポート E・IOレジスタ H PEIORH 16 H'F8050044 I/O 8/16 

ポート E・IOレジスタ L PEIORL 16 H'F8050046 I/O 8/16 

ポート Eコントロールレジスタ H1 PECRH1 16 H'F8050048 I/O 8/16 

ポート Eコントロールレジスタ H2 PECRH2 16 H'F805004A I/O 8/16 

ポート Eコントロールレジスタ L1 PECRL1 16 H'F805004C I/O 8/16 

ポート Eコントロールレジスタ L2 PECRL2 16 H'F805004E I/O 8/16 

インタラプトプライオリティレジスタ C IPRC 16 H'F8080000 INTC 16 

インタラプトプライオリティレジスタ D IPRD 16 H'F8080002 INTC 16 

インタラプトプライオリティレジスタ E IPRE 16 H'F8080004 INTC 16 
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レジスタ名称 略称 ビット数 アドレス モジュール アクセス 

サイズ 

スタンバイコントロールレジスタ 3 STBCR3 8 H'F80A0000 低消費電力モ―ド 8 

スタンバイコントロールレジスタ 4 STBCR4 8 H'F80A0004 低消費電力モ―ド 8 

インストラクションレジスタ SDIR 16 H'F8100200 H-UDI 16 

IDレジスタ SDID 32 H'F8100214 Ｈ-UDI 16/32 

割り込みコントロールレジスタ 0 ICR0 16 H'F8140000 INTC 8/16 

IRQコントロールレジスタ IRQCR 16 H'F8140002 INTC 8/16 

IRQステータスレジスタ IRQSR 16 H'F8140004 INTC 8/16 

インタラプトプライオリティレジスタ A IPRA 16 H'F8140006 INTC 8/16 

インタラプトプライオリティレジスタ B IPRB 16 H'F8140008 INTC 8/16 

周波数制御レジスタ FRQCR 16 H'F815FF80 CPG 16 

スタンバイコントロールレジスタ STBCR 8 H'F815FF82 低消費電力モ―ド 8 

ウォッチドッグタイマカウンタ WTCNT 8 H'F815FF84 WDT 8/16* 

ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ WTCSR 8 H'F815FF86 WDT 8/16* 

スタンバイコントロールレジスタ 2 STBCR2 8 H'F815FF88 低消費電力モ―ド 8 

シリアルモードレジスタ_0 SCSMR_0 16 H'F8400000 SCIF_0 16 

ビットレートレジスタ_0 SCBRR_0 8 H'F8400004 SCIF_0 8 

シリアルコントロールレジスタ_0 SCSCR_0 16 H'F8400008 SCIF_0 16 

トランスミット FIFOデータレジスタ_0 SCFTDR_0 8 H'F840000C SCIF_0 8 

シリアルステータスレジスタ_0 SCFSR_0 16 H'F8400010 SCIF_0 16 

レシーブ FIFOデータレジスタ_0 SCFRDR_0 8 H'F8400014 SCIF_0 8 

FIFOコントロールレジスタ_0 SCFCR_0 16 H'F8400018 SCIF_0 16 

FIFOデータ数レジスタ_0 SCFDR_0 16 H'F840001C SCIF_0 16 

シリアルポートレジスタ_0 SCSPTR_0 16 H'F8400020 SCIF_0 16 

ラインステータスレジスタ_0 SCLSR_0 16 H'F8400024 SCIF_0 16 

シリアルモードレジスタ_1 SCSMR_1 16 H'F8410000 SCIF_1 16 

ビットレートレジスタ_1 SCBRR_1 8 H'F8410004 SCIF_1 8 

シリアルコントロールレジスタ_1 SCSCR_1 16 H'F8410008 SCIF_1 16 

トランスミット FIFOデータレジスタ_1 SCFTDR_1 8 H'F841000C SCIF_1 8 

シリアルステータスレジスタ_1 SCFSR_1 16 H'F8410010 SCIF_1 16 

レシーブ FIFOデータレジスタ_1 SCFRDR_1 8 H'F8410014 SCIF_1 8 

FIFOコントロールレジスタ_1 SCFCR_1 16 H'F8410018 SCIF_1 16 

FIFOデータ数レジスタ_1 SCFDR_1 16 H'F841001C SCIF_1 16 

シリアルポートレジスタ_1 SCSPTR_1 16 H'F8410020 SCIF_1 16 

ラインステータスレジスタ_1 SCLSR_1 16 H'F8410024 SCIF_1 16 
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レジスタ名称 略称 ビット数 アドレス モジュール アクセス 

サイズ 

シリアルモードレジスタ_2 SCSMR_2 16 H'F8420000 SCIF_2 16 

ビットレートレジスタ_2 SCBRR_2 8 H'F8420004 SCIF_2 8 

シリアルコントロールレジスタ_2 SCSCR_2 16 H'F8420008 SCIF_2 16 

トランスミット FIFOデータレジスタ_2 SCFTDR_2 8 H'F842000C SCIF_2 8 

シリアルステータスレジスタ_2 SCFSR_2 16 H'F8420010 SCIF_2 16 

レシーブ FIFOデータレジスタ_2 SCFRDR_2 8 H'F8420014 SCIF_2 8 

FIFOコントロールレジスタ_2 SCFCR_2 16 H'F8420018 SCIF_2 16 

FIFOデータ数レジスタ_2 SCFDR_2 16 H'F842001C SCIF_2 16 

シリアルポートレジスタ_2 SCSPTR_2 16 H'F8420020 SCIF_2 16 

ラインステータスレジスタ_2 SCLSR_2 16 H'F8420024 SCIF_2 16 

コンペアマッチタイマスタートレジスタ CMSTR 16 H'F84A0070 CMT 8/16 

コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ_0 CMCSR_0 16 H'F84A0072 CMT 8/16 

コンペアマッチカウンタ_0 CMCNT_0 16 H'F84A0074 CMT 8/16 

コンペアマッチコンスタントレジスタ_0 CMCOR_0 16 H'F84A0076 CMT 8/16 

コンペアマッチタイマコントロール／ステータスレジスタ_1 CMCSR_1 16 H'F84A0078 CMT 8/16 

コンペアマッチカウンタ_1 CMCNT_1 16 H'F84A007A CMT 8/16 

コンペアマッチコンスタントレジスタ_1 CMCOR_1 16 H'F84A007C CMT 8/16 

HIFインデックスレジスタ HIFIDX 32 H'F84D0000 HIF 32 

HIF汎用ステータスレジスタ HIFGSR 32 H'F84D0004 HIF 32 

HIFステータス／コントロールレジスタ HIFSCR 32 H'F84D0008 HIF 32 

HIFメモリ制御レジスタ HIFMCR 32 H'F84D000C HIF 32 

HIF内部割り込み制御レジスタ HIFIICR 32 H'F84D0010 HIF 32 

HIF外部割り込み制御レジスタ HIFEICR 32 H'F84D0014 HIF 32 

HIFアドレスレジスタ HIFADR 32 H'F84D0018 HIF 32 

HIFデータレジスタ HIFDATA 32 H'F84D001C HIF 32 

HIFDREQトリガレジスタ HIFDTR 32 H'F84D0020 HIF 32 

HIFバンク割り込み制御レジスタ HIFBICR 32 H'F84D0024 HIF 32 

HIFブート制御レジスタ HIFBCR 32 H'F84D0040 HIF 32 

共通コントロールレジスタ CMNCR 32 H'F8FD0000 BSC 32 

エリア 0バスコントロールレジスタ CS0BCR 32 H'F8FD0004 BSC 32 

エリア 3バスコントロールレジスタ CS3BCR 32 H'F8FD000C BSC 32 

エリア 4バスコントロールレジスタ CS4BCR 32 H'F8FD0010 BSC 32 

エリア 5Bバスコントロールレジスタ CS5BBCR 32 H'F8FD0018 BSC 32 

エリア 6Bバスコントロールレジスタ CS6BBCR 32 H'F8FD0020 BSC 32 
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レジスタ名称 略称 ビット数 アドレス モジュール アクセス 

サイズ 

エリア 0ウェイトコントロールレジスタ CS0WCR 32 H'F8FD0024 BSC 32 

エリア 3ウェイトコントロールレジスタ CS3WCR 32 H'F8FD002C BSC 32 

エリア 4ウェイトコントロールレジスタ CS4WCR 32 H'F8FD0030 BSC 32 

エリア 5Bウェイトコントロールレジスタ CS5BWCR 32 H'F8FD0038 BSC 32 

エリア 6Bウェイトコントロールレジスタ CS6BWCR 32 H'F8FD0040 BSC 32 

SDRAMコントロールレジスタ SDCR 32 H'F8FD0044 BSC 32 

リフレッシュタイマコントロール／ステータスレジスタ RTCSR 32 H'F8FD0048 BSC 32 

リフレッシュタイマカウンタ RTCNT 32 H'F8FD004C BSC 32 

リフレッシュタイムコンスタントレジスタ RTCOR 32 H'F8FD0050 BSC 32 

ブレークデータレジスタ B BDRB 32 H'FFFFFF90 UBC 32 

ブレークデータマスクレジスタ B BDMRB 32 H'FFFFFF94 UBC 32 

ブレークコントロールレジスタ BRCR 32 H'FFFFFF98 UBC 32 

実行回数ブレークレジスタ BETR 16 H'FFFFFF9C UBC 16 

ブレークアドレスレジスタ B BARB 32 H'FFFFFFA0 UBC 32 

ブレークアドレスマスクレジスタ B BAMRB 32 H'FFFFFFA4 UBC 32 

ブレークバスサイクルレジスタ B BBRB 16 H'FFFFFFA8 UBC 16 

ブランチソースレジスタ BRSR 32 H'FFFFFFAC UBC 32 

ブレークアドレスレジスタ A BARA 32 H'FFFFFFB0 UBC 32 

ブレークアドレスマスクレジスタ A BAMRA 32 H'FFFFFFB4 UBC 32 

ブレークバスサイクルレジスタ A BBRA 16 H'FFFFFFB8 UBC 16 

ブランチデスティネーションレジスタ BRDR 32 H'FFFFFFBC UBC 32 

キャッシュ制御レジスタ 1 CCR1 32 H'FFFFFFEC キャッシュ 32 

【注】 * 読み出しは 8ビット、書き込みは 16ビットです。 
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18.2 レジスタビット一覧 
内蔵周辺モジュールのレジスタのアドレスとビット名を以下に示します。 

16ビット、32ビットレジスタは、8ビットずつ 2段または 4段で表しています。 
 
レジスタ 31/23/15/7 30/22/14/6 29/21/13/5 28/20/12/4 27/19/11/3 26/18/10/2 25/17/9/1 24/16/8/0 モジュール 

CCR3 － － － － － － － － キャッシュ 

 － － － － － － － CSIZE2  

 CSIZE1 CSIZE0 － － － － － －  

 － － － － － － － －  

PADRH － － － － － － PA25DR PA24DR I/O 

 PA23DR PA22DR PA21DR PA20DR PA19DR PA18DR PA17DR PA16DR  

PAIORH － － － － － － PA25IOR PA24IOR  

 PA23IOR PA22IOR PA21IOR PA20IOR PA19IOR PA18IOR PA17IOR PA16IOR  

PACRH1 － － － － － － － －  

 － － － － － PA25MD0 － PA24MD0  

PACRH2 － PA23MD0 － PA22MD0 － PA21MD0 － PA20MD0  

 － PA19MD0 － PA18MD0 － PA17MD0 － PA16MD0  

PBDRL － － PB13DR PB12DR PB11DR PB10DR PB9DR PB8DR  

 PB7DR PB6DR PB5DR PB4DR PB3DR PB2DR PB1DR PB0DR  

PBIORL － － PB13IOR PB12IOR PB11IOR PB10IOR PB9IOR PB8IOR  

 PB7IOR PB6IOR PB5IOR PB4IOR PB3IOR PB2IOR PB1IOR PB0IOR  

PBCRL1 － － － － － PB13MD0 － PB12MD0  

 － PB11MD0 － PB10MD0 － PB9MD0 － PB8MD0  

PBCRL2 － PB7MD0 － PB6MD0 － PB5MD0 － PB4MD0  

 － PB3MD0 － PB2MD0 － PB1MD0 － PB0MD0  

PCDRH － － － － － － － －  

 － － － PC20DR PC19DR PC18DR PC17DR PC16DR  

PCDRL PC15DR PC14DR PC13DR PC12DR PC11DR PC10DR PC9DR PC8DR  

 PC7DR PC6DR PC5DR PC4DR PC3DR PC2DR PC1DR PC0DR  

PCIORH － － － － － － － －  

 － － － PC20IOR PC19IOR PC18IOR PC17IOR PC16IOR  

PCIORL PC15IOR PC14IOR PC13IOR PC12IOR PC11IOR PC10IOR PC9IOR PC8IOR  

 PC7IOR PC6IOR PC5IOR PC4IOR PC3IOR PC2IOR PC1IOR PC0IOR  

PDDRL － － － － － － － －  

 PD7DR PD6DR PD5DR PD4DR PD3DR PD2DR PD1DR PD0DR  

PDIORL － － － － － － － －  

 PD7IOR PD6IOR PD5IOR PD4IOR PD3IOR PD2IOR PD1IOR PD0IOR  
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PDCRL2 PD7MD1 PD7MD0 PD6MD1 PD6MD0 PD5MD1 PD5MD0 PD4MD1 PD4MD0 I/O 

 PD3MD1 PD3MD0 PD2MD1 PD2MD0 － PD1MD0 － PD0MD0  

PEDRH － － － － － － － PE24DR  

 PE23DR PE22DR PE21DR PE20DR PE19DR PE18DR PE17DR PE16DR  

PEDRL PE15DR PE14DR PE13DR PE12DR PE11DR PE10DR PE9DR PE8DR  

 PE7DR PE6DR PE5DR PE4DR PE3DR PE2DR PE1DR PE0DR  

PEIORH － － － － － － － PE24IOR  

 PE23IOR PE22IOR PE21IOR PE20IOR PE19IOR PE18IOR PE17IOR PE16IOR  

PEIORL PE15IOR PE14IOR PE13IOR PE12IOR PE11IOR PE10IOR PE9IOR PE8IOR  

 PE7IOR PE6IOR PE5IOR PE4IOR PE3IOR PE2IOR PE1IOR PE0IOR  

PECRH1 － － － － － － － －  

 － － － － － － PE24MD1 PE24MD0  

PECRH2 PE23MD1 PE23MD0 PE22MD1 PE22MD0 PE21MD1 PE21MD0 PE20MD1 PE20MD0  

 PE19MD1 PE19MD0 PE18MD1 PE18MD0 PE17MD1 PE17MD0 PE16MD1 PE16MD0  

PECRL1 PE15MD1 PE15MD0 － PE14MD0 － PE13MD0 － PE12MD0  

 － PE11MD0 － PE10MD0 － PE9MD0 － PE8MD0  

PECRL2 － PE7MD0 － PE6MD0 － PE5MD0 － PE4MD0  

 － PE3MD0 － PE2MD0 － PE1MD0 － PE0MD0  

IPRC IPRC15 IPRC14 IPRC13 IPRC12 IPRC11 IPRC10 IPRC9 IPRC8 INTC 

 IPRC7 IPRC6 IPRC5 IPRC4 IPRC3 IPRC2 IPRC1 IPRC0  

IPRD IPRD15 IPRD14 IPRD13 IPRD12 IPRD11 IPRD10 IPRD9 IPRD8  

 IPRD7 IPRD6 IPRD5 IPRD4 － － － －  

IPRE IPRE15 IPRE14 IPRE13 IPRE12 IPRE11 IPRE10 IPRE9 IPRE8  

 － － － － － － － －  

STBCR3 － － － MSTP15 － MSTP13 MSTP12 MSTP11 低消費電力 

STBCR4 － － － MSTP23 － － － MSTP19 モ－ド 

SDIR TI7 TI6 TI5 TI4 TI3 TI2 TI1 TI0 H-UDI 

 － － － － － － － －  

SDID DID31 DID30 DID29 DID28 DID27 DID26 DID25 DID24  

 DID23 DID22 DID21 DID20 DID19 DID18 DID17 DID16  

 DID15 DID14 DID13 DID12 DID11 DID10 DID9 DID8  

 DID7 DID6 DID5 DID4 DID3 DID2 DID1 DID0  

ICR0 NMIL － － － － － － NMIE INTC 

 － － － － － － － －  

IRQCR IRQ71S IRQ70S IRQ61S IRQ60S IRQ51S IRQ50S IRQ41S IRQ40S  

 IRQ31S IRQ30S IRQ21S IRQ20S IRQ11S IRQ10S IRQ01S IRQ00S  
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IRQSR IRQ7L IRQ6L IRQ5L IRQ4L IRQ3L IRQ2L IRQ1L IRQ0L INTC 

 IRQ7F IRQ6F IRQ5F IRQ4F IRQ3F IRQ2F IRQ1F IRQ0F  

IPRA IPRA15 IPRA14 IPRA13 IPRA12 IPRA11 IPRA10 IPRA9 IPRA8  

 IPRA7 IPRA6 IPRA5 IPRA4 IPRA3 IPRA2 IPRA1 IPRA0  

IPRB IPRB15 IPRB14 IPRB13 IPRB12 IPRB11 IPRB10 IPRB9 IPRB8  

 IPRB7 IPRB6 IPRB5 IPRB4 IPRB3 IPRB2 IPRB1 IPRB0  

FRQCR － － － CKOEN － STC2 STC1 STC0 CPG 

 － － － － － PFC2 PFC1 PFC0  

STBCR STBY － － － MDCHG － － － 低消費電力

モ－ド 

WTCNT Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 WDT 

WTCSR TME WT/IT － WOVF IOVF CKS2 CKS1 CKS0  

STBCR2 MSTP10 MSTP9 － － － MSTP5 MSTP4 － 低消費電力

モ－ド 

SCSMR_0 － － － － － － － － SCIF_0 

 C/A CHR PE O/E STOP － CKS1 CKS0  

SCBRR_0 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCSCR_0 － － － － － － － －  

 TIE RIE TE RE REIE － CKE1 CKE0  

SCFTDR_0 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCFSR_0 PER3 PER2 PER1 PER0 FER3 FER2 FER1 FER0  

 ER TEND TDFE BRK FER PER RDF DR  

SCFRDR_0 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCFCR_0 － － － － － RSTRG2 RSTRG1 RSTRG0  

 RTRG1 RTRG0 TTRG1 TTRG0 MCE TFRST RFRST LOOP  

SCFDR_0 － － － T4 T3 T2 T1 T0  

 － － － R4 R3 R2 R1 R0  

SCSPTR_0 － － － － － － － －  

 RTSIO RTSDT CTSIO CTSDT SCKIO SCKDT SPBIO SPBDT  

SCLSR_0 － － － － － － － －  

 － － － － － － － ORER  

SCSMR_1 － － － － － － － － SCIF_1 

 C/A CHR PE O/E STOP － CKS1 CKS0  

SCBRR_1 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCSCR_1 － － － － － － － －  

 TIE RIE TE RE REIE － CKE1 CKE0  

SCFTDR_1 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  
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SCFSR_1 PER3 PER2 PER1 PER0 FER3 FER2 FER1 FER0 SCIF_1 

 ER TEND TDFE BRK FER PER RDF DR  

SCFRDR_1 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCFCR_1 － － － － － RSTRG2 RSTRG1 RSTRG0  

 RTRG1 RTRG0 TTRG1 TTRG0 MCE TFRST RFRST LOOP  

SCFDR_1 － － － T4 T3 T2 T1 T0  

 － － － R4 R3 R2 R1 R0  

SCSPTR_1 － － － － － － － －  

 RTSIO RTSDT CTSIO CTSDT SCKIO SCKDT SPBIO SPBDT  

SCLSR_1 － － － － － － － －  

 － － － － － － － ORER  

SCSMR_2 － － － － － － － － SCIF_2 

 C/A CHR PE O/E STOP － CKS1 CKS0  

SCBRR_2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCSCR_2 － － － － － － － －  

 TIE RIE TE RE REIE － CKE1 CKE0  

SCFTDR_2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCFSR_2 PER3 PER2 PER1 PER0 FER3 FER2 FER1 FER0  

 ER TEND TDFE BRK FER PER RDF DR  

SCFRDR_2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

SCFCR_2 － － － － － RSTRG2 RSTRG1 RSTRG0  

 RTRG1 RTRG0 TTRG1 TTRG0 MCE TFRST RFRST LOOP  

SCFDR_2 － － － T4 T3 T2 T1 T0  

 － － － R4 R3 R2 R1 R0  

SCSPTR_2 － － － － － － － －  

 －(リザ－ブ) －(リザ－ブ) －(リザ－ブ) －(リザ－ブ) SCKIO SCKDT SPBIO SPBDT  

SCLSR_2 － － － － － － － －  

 － － － － － － － ORER  

CMSTR － － － － － － － － CMT 

 － － － － － － STR1 STR0  

CMCSR_0 － － － － － － － －  

 CMF CMIE － － － － CKS1 CKS0  

CMCNT_0 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

CMCOR_0 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  
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CMCSR_1 － － － － － － － － CMT 

 CMF CMIE － － － － CKS1 CKS0  

CMCNT_1 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

CMCOR_1 Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

HIFIDX － － － － － － － － HIF 

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 REG5 REG4 REG3 REG2 REG1 REG0 BYTE1 BYTE0  

HIFGSR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 STATUS15 STATUS14 STATUS13 STATUS12 STATUS11 STATUS10 STATUS9 STATUS8  

 STATUS7 STATUS6 STATUS5 STATUS4 STATUS3 STATUS2 STATUS1 STATUS0  

HIFSCR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － DMD DPOL BMD BSEL  

 － － MD1 － － － EDN BO  

HIFMCR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 LOCK － WT － RD － － AI/AD  

HIFIICR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 IIC6 IIC5 IIC4 IIC3 IIC2 IIC1 IIC0 IIR  

HIFEICR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 EIC6 EIC5 EIC4 EIC3 EIC2 EIC1 EIC0 EIR  

HIFADR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － A9 A8  

 A7 A6 A5 A4 A3 A2 － －  
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HIFDATA D31 D30 D29 D28 D27 D26 D25 D24 HIF 

 D23 D22 D21 D20 D19 D18 D17 D16  

 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8  

 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  

HIFDTR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － DTRG  

HIFBICR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － BIE BIF  

HIFBCR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － AC  

CMNCR － － － － － － － － BSC 

 － － － － － － － －  

 － － － MAP － － － －  

 － － － － ENDIAN － HIZMEM HIZCNT  

CS0BCR － － IWW1 IWW0 － IWRWD1 IWRWD0 －  

 IWRWS1 IWRWS0 － IWRRD1 IWRRD0 － IWRRS1 IWRRS0  

 TYPE3 TYPE2 TYPE1 TYPE0 － BSZ1 BSZ0 －  

 － － － － － － － －  

CS3BCR － － IWW1 IWW0 － IWRWD1 IWRWD0 －  

 IWRWS1 IWRWS0 － IWRRD1 IWRRD0 － IWRRS1 IWRRS0  

 TYPE3 TYPE2 TYPE1 TYPE0 － BSZ1 BSZ0 －  

 － － － － － － － －  

CS4BCR － － IWW1 IWW0 － IWRWD1 IWRWD0 －  

 IWRWS1 IWRWS0 － IWRRD1 IWRRD0 － IWRRS1 IWRRS0  

 TYPE3 TYPE2 TYPE1 TYPE0 － BSZ1 BSZ0 －  

 － － － － － － － －  

CS5BBCR － － IWW1 IWW0 － IWRWD1 IWRWD0 －  

 IWRWS1 IWRWS0 － IWRRD1 IWRRD0 － IWRRS1 IWRRS0  

 TYPE3 TYPE2 TYPE1 TYPE0 － BSZ1 BSZ0 －  

 － － － － － － － －  
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CS6BBCR － － IWW1 IWW0 － IWRWD1 IWRWD0 － BSC 

 IWRWS1 IWRWS0 － IWRRD1 IWRRD0 － IWRRS1 IWRRS0  

 TYPE3 TYPE2 TYPE1 TYPE0 － BSZ1 BSZ0 －  

 － － － － － － － －  

CS0WCR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － SW1 SW0 WR3 WR2 WR1  

 WR0 WM － － － － HW1 HW0  

CS3WCR － － － － － － － －  

 － － － BAS － － － －  

 － － － － － WR3 WR2 WR1  

 WR0 WM － － － － － －  

CS3WCR － － － － － － － －  

（SDRAM － － － － － － － －  

接続時） － WTRP1 WTRP0 － WTRCD1 WTRCD0 － A3CL1  

 A3CL0 － － TRWL1 TRWL0 － WTRC1 WTRC0  

CS4WCR － － － － － － － －  

 － － － BAS － WW2 WW1 WW0  

 － － － SW1 SW0 WR3 WR2 WR1  

 WR0 WM － － － － HW1 HW0  

CS5BWCR － － － － － － － －  

 － － － － － WW2 WW1 WW0  

 － － － SW1 SW0 WR3 WR2 WR1  

 WR0 WM － － － － HW1 HW0  

CS5BWCR － － － － － － － －  

（PCMCIA － － SA1 SA0 － － － －  

接続時） － TED3 TED2 TED1 TED0 PCW3 PCW2 PCW1  

 PCW0 WM － － TEH3 TEH2 TEH1 TEH0  

CS6BWCR － － － － － － － －  

 － － － BAS － － － －  

 － － － SW1 SW0 WR3 WR2 WR1  

 WR0 WM － － － － HW1 HW0  

CS6BWCR － － － － － － － －  

（PCMCIA － － SA1 SA0 － － － －  

接続時） － TED3 TED2 TED1 TED0 PCW3 PCW2 PCW1  

 PCW0 WM － － TEH3 TEH2 TEH1 TEH0  

 



18. レジスタ一覧 

Rev.4.00  2007.06.13  18-13 
  RJJ09B0262-0400 

レジスタ 31/23/15/7 30/22/14/6 29/21/13/5 28/20/12/4 27/19/11/3 26/18/10/2 25/17/9/1 24/16/8/0 モジュール 

SDCR － － － － － － － － BSC 

 － － － － － － － －  

 － － － － RFSH RMODE － BACTV  

 － － － A3ROW1 A3ROW0 － A3COL1 A3COL0  

RTCSR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 CMF － CKS2 CKS1 CKS0 RRC2 RRC1 RRC0  

RTCNT － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

RTCOR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  

BDRB BDB31 BDB30 BDB29 BDB28 BDB27 BDB26 BDB25 BDB24 UBC 

 BDB23 BDB22 BDB21 BDB20 BDB19 BDB18 BDB17 BDB16  

 BDB15 BDB14 BDB13 BDB12 BDB11 BDB10 BDB9 BDB8  

 BDB7 BDB6 BDB5 BDB4 BDB3 BDB2 BDB1 BDB0  

BDMRB BDMB31 BDMB30 BDMB29 BDMB28 BDMB27 BDMB26 BDMB25 BDMB24  

 BDMB23 BDMB22 BDMB21 BDMB20 BDMB19 BDMB18 BDMB17 BDMB16  

 BDMB15 BDMB14 BDMB13 BDMB12 BDMB11 BDMB10 BDMB9 BDMB8  

 BDMB7 BDMB6 BDMB5 BDMB4 BDMB3 BDMB2 BDMB1 BDMB0  

BRCR － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 SCMFCA SCMFCB SCMFDA SCMFDB PCTE PCBA － －  

 DBEB PCBB － － SEQ － － ETBE  

BETR － － － － BET11 BET10 BET9 BET8  

 BET7 BET6 BET5 BET4 BET3 BET2 BET1 BET0  

BARB BAB31 BAB30 BAB29 BAB28 BAB27 BAB26 BAB25 BAB24  

 BAB23 BAB22 BAB21 BAB20 BAB19 BAB18 BAB17 BAB16  

 BAB15 BAB14 BAB13 BAB12 BAB11 BAB10 BAB9 BAB8  

 BAB7 BAB6 BAB5 BAB4 BAB3 BAB2 BAB1 BAB0  
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レジスタ 31/23/15/7 30/22/14/6 29/21/13/5 28/20/12/4 27/19/11/3 26/18/10/2 25/17/9/1 24/16/8/0 モジュール 

BAMRB BAMB31 BAMB30 BAMB29 BAMB28 BAMB27 BAMB26 BAMB25 BAMB24 UBC 

 BAMB23 BAMB22 BAMB21 BAMB20 BAMB19 BAMB18 BAMB17 BAMB16  

 BAMB15 BAMB14 BAMB13 BAMB12 BAMB11 BAMB10 BAMB9 BAMB8  

 BAMB7 BAMB6 BAMB5 BAMB4 BAMB3 BAMB2 BAMB1 BAMB0  

BBRB － － － － － － － －  

 CDB1 CDB0 IDB1 IDB0 RWB1 RWB0 SZB1 SZB0  

BRSR SVF － － － BSA27 BSA26 BSA25 BSA24  

 BSA23 BSA22 BSA21 BSA20 BSA19 BSA18 BSA17 BSA16  

 BSA15 BSA14 BSA13 BSA12 BSA11 BSA10 BSA9 BSA8  

 BSA7 BSA6 BSA5 BSA4 BSA3 BSA2 BSA1 BSA0  

BARA BAA31 BAA30 BAA29 BAA28 BAA27 BAA26 BAA25 BAA24  

 BAA23 BAA22 BAA21 BAA20 BAA19 BAA18 BAA17 BAA16  

 BAA15 BAA14 BAA13 BAA12 BAA11 BAA10 BAA9 BAA8  

 BAA7 BAA6 BAA5 BAA4 BAA3 BAA2 BAA1 BAA0  

BAMRA BAMA31 BAMA30 BAMA29 BAMA28 BAMA27 BAMA26 BAMA25 BAMA24  

 BAMA23 BAMA22 BAMA21 BAMA20 BAMA19 BAMA18 BAMA17 BAMA16  

 BAMA15 BAMA14 BAMA13 BAMA12 BAMA11 BAMA10 BAMA9 BAMA8  

 BAMA7 BAMA6 BAMA5 BAMA4 BAMA3 BAMA2 BAMA1 BAMA0  

BBRA － － － － － － － －  

 CDA1 CDA0 IDA1 IDA0 RWA1 RWA0 SZA1 SZA0  

BRDR DVF － － － BDA27 BDA26 BDA25 BDA24  

 BDA23 BDA22 BDA21 BDA20 BDA19 BDA18 BDA17 BDA16  

 BDA15 BDA14 BDA13 BDA12 BDA11 BDA10 BDA9 BDA8  

 BDA7 BDA6 BDA5 BDA4 BDA3 BDA2 BDA1 BDA0  

CCR1 － － － － － － － － キャッシュ 

 － － － － － － － －  

 － － － － － － － －  

 － － － － CF CB WT CE  
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18.3 各動作モードにおけるレジスタの状態 
 
関連モジュール レジスタ略称 アドレス パワーオン

リセット 

ソフトウェア

スタンバイ 

モジュール 

スタンバイ 

スリープ 

キャッシュ CCR3 H'F80000B4 初期化 保持 保持 保持 

I/O PADRH H'F8050000 初期化 保持 －*3 保持 

 PAIORH H'F8050004 初期化 保持 －*3 保持 

 PACRH1 H'F8050008 初期化 保持 －*3 保持 

 PACRH2 H'F805000A 初期化 保持 －*3 保持 

 PBDRL H'F8050012 初期化 保持 －*3 保持 

 PBIORL H'F8050016 初期化 保持 －*3 保持 

 PBCRL1 H'F805001C 初期化 保持 －*3 保持 

 PBCRL2 H'F805001E 初期化 保持 －*3 保持 

 PCDRH H'F8050020 初期化 保持 －*3 保持 

 PCDRL H'F8050022 初期化 保持 －*3 保持 

 PCIORH H'F8050024 初期化 保持 －*3 保持 

 PCIORL H'F8050026 初期化 保持 －*3 保持 

 PDDRL H'F8050032 初期化 保持 －*3 保持 

 PDIORL H'F8050036 初期化 保持 －*3 保持 

 PDCRL2 H'F805003E 初期化 保持 －*3 保持 

 PEDRH H'F8050040 初期化 保持 －*3 保持 

 PEDRL H'F8050042 初期化 保持 －*3 保持 

 PEIORH H'F8050044 初期化 保持 －*3 保持 

 PEIORL H'F8050046 初期化 保持 －*3 保持 

 PECRH1 H'F8050048 初期化 保持 －*3 保持 

 PECRH2 H'F805004A 初期化 保持 －*3 保持 

 PECRL1 H'F805004C 初期化 保持 －*3 保持 

 PECRL2 H'F805004E 初期化 保持 －*3 保持 

INTC IPRC H'F8080000 初期化 保持 －*3 保持 

 IPRD H'F8080002 初期化 保持 －*3 保持 

 IPRE H'F8080004 初期化 保持 －*3 保持 

低消費電力 STBCR3 H'F80A0000 初期化 保持 －*3 保持 

モード STBCR4 H'F80A0004 初期化 保持 －*3 保持 
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関連モジュール レジスタ略称 アドレス パワーオン

リセット 

ソフトウェア

スタンバイ 

モジュール 

スタンバイ 

スリープ 

H-UDI SDIR H'F8100200 保持 保持 保持 保持 

 SDID H'F8100214 保持 保持 保持 保持 

INTC ICR0 H'F8140000 初期化*1 保持 －*3 保持 

 IRQCR H'F8140002 初期化 保持 －*3 保持 

 IRQSR H'F8140004 初期化*1 保持 －*3 保持 

 IPRA H'F8140006 初期化 保持 －*3 保持 

 IPRB H'F8140008 初期化 保持 －*3 保持 

CPG FRQCR H'F815FF80 初期化*2 保持 －*3 保持 

低消費電力 

モード 

STBCR H'F815FF82 初期化 保持 －*3 保持 

WDT WTCNT H'F815FF84 初期化*2 保持 －*3 保持 

 WTCSR H'F815FF86 初期化*2 保持 －*3 保持 

低消費電力 

モード 

STBCR2 H'F815FF88 初期化 保持 －*3 保持 

SCIF_0 SCSMR_0 H'F8400000 初期化 保持 保持 保持 

 SCBRR_0 H'F8400004 初期化 保持 保持 保持 

 SCSCR_0 H'F8400008 初期化 保持 保持 保持 

 SCFTDR_0 H'F840000C 不定 保持 保持 保持 

 SCFSR_0 H'F8400010 初期化 保持 保持 保持 

 SCFRDR_0 H'F8400014 不定 保持 保持 保持 

 SCFCR_0 H'F8400018 初期化 保持 保持 保持 

 SCFDR_0 H'F840001C 初期化 保持 保持 保持 

 SCSPTR_0 H'F8400020 初期化*1 保持 保持 保持 

 SCLSR_0 H'F8400024 初期化 保持 保持 保持 

SCIF_1 SCSMR_1 H'F8410000 初期化 保持 保持 保持 

 SCBRR_1 H'F8410004 初期化 保持 保持 保持 

 SCSCR_1 H'F8410008 初期化 保持 保持 保持 

 SCFTDR_1 H'F841000C 不定 保持 保持 保持 

 SCFSR_1 H'F8410010 初期化 保持 保持 保持 

 SCFRDR_1 H'F8410014 不定 保持 保持 保持 

 SCFCR_1 H'F8410018 初期化 保持 保持 保持 

 SCFDR_1 H'F841001C 初期化 保持 保持 保持 

 SCSPTR_1 H'F8410020 初期化*1 保持 保持 保持 

 SCLSR_1 H'F8410024 初期化 保持 保持 保持 
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関連モジュール レジスタ略称 アドレス パワーオン

リセット 

ソフトウェア

スタンバイ 

モジュール 

スタンバイ 

スリープ 

SCIF_2 SCSMR_2 H'F8420000 初期化 保持 保持 保持 

 SCBRR_2 H'F8420004 初期化 保持 保持 保持 

 SCSCR_2 H'F8420008 初期化 保持 保持 保持 

 SCFTDR_2 H'F842000C 不定 保持 保持 保持 

 SCFSR_2 H'F8420010 初期化 保持 保持 保持 

 SCFRDR_2 H'F8420014 不定 保持 保持 保持 

 SCFCR_2 H'F8420018 初期化 保持 保持 保持 

 SCFDR_2 H'F842001C 初期化 保持 保持 保持 

 SCSPTR_2 H'F8420020 初期化*1 保持 保持 保持 

 SCLSR_2 H'F8420024 初期化 保持 保持 保持 

CMT CMSTR H'F84A0070 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCSR_0 H'F84A0072 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCNT_0 H'F84A0074 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCOR_0 H'F84A0076 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCSR_1 H'F84A0078 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCNT_1 H'F84A007A 初期化 初期化 保持 保持 

 CMCOR_1 H'F84A007C 初期化 初期化 保持 保持 

HIF HIFIDX H'F84D0000 初期化 保持 保持 保持 

 HIFGSR H'F84D0004 初期化 保持 保持 保持 

 HIFSCR H'F84D0008 初期化*1 保持 保持 保持 

 HIFMCR H'F84D000C 初期化 保持 保持 保持 

 HIFIICR H'F84D0010 初期化 保持 保持 保持 

 HIFEICR H'F84D0014 初期化 保持 保持 保持 

 HIFADR H'F84D0018 初期化 保持 保持 保持 

 HIFDATA H'F84D001C 初期化 保持 保持 保持 

 HIFDTR H'F84D0020 初期化 保持 保持 保持 

 HIFBICR H'F84D0024 初期化 保持 保持 保持 

 HIFBCR H'F84D0040 初期化*1 保持 保持 保持 

BSC CMNCR H'F8FD0000 初期化*1 保持 －*3 保持 

 CS0BCR H'F8FD0004 初期化 保持 －*3 保持 

 CS3BCR H'F8FD000C 初期化 保持 －*3 保持 

 CS4BCR H'F8FD0010 初期化 保持 －*3 保持 

 CS5BBCR H'F8FD0018 初期化 保持 －*3 保持 

 CS6BBCR H'F8FD0020 初期化 保持 －*3 保持 

 CS0WCR H'F8FD0024 初期化 保持 －*3 保持 

 CS3WCR H'F8FD002C 初期化 保持 －*3 保持 
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関連モジュール レジスタ略称 アドレス パワーオン

リセット 

ソフトウェア

スタンバイ 

モジュール 

スタンバイ 

スリープ 

BSC CS3WCR 

(SDRAM接続時) 

H'F8FD002C 初期化 保持 －*3 保持 

 CS4WCR H'F8FD0030 初期化 保持 －*3 保持 

 CS5BWCR H'F8FD0038 初期化 保持 －*3 保持 

 CS5BWCR 

(PCMCIA接続時) 

H'F8FD0038 初期化 保持 －*3 保持 

 CS6BWCR H'F8FD0040 初期化 保持 －*3 保持 

 CS6BWCR 

(PCMCIA接続時) 

H'F8FD0040 初期化 保持 －*3 保持 

 SDCR H'F8FD0044 初期化 保持 －*3 保持 

 RTCSR H'F8FD0048 初期化 保持 －*3 保持 

 RTCNT H'F8FD004C 初期化 保持 －*3 保持 

 RTCOR H'F8FD0050 初期化 保持 －*3 保持 

UBC BDRB H'FFFFFF90 初期化 保持 保持 保持 

 BDMRB H'FFFFFF94 初期化 保持 保持 保持 

 BRCR H'FFFFFF98 初期化 保持 保持 保持 

 BETR H'FFFFFF9C 初期化 保持 保持 保持 

 BARB H'FFFFFFA0 初期化 保持 保持 保持 

 BAMRB H'FFFFFFA4 初期化 保持 保持 保持 

 BBRB H'FFFFFFA8 初期化 保持 保持 保持 

 BRSR H'FFFFFFAC 初期化*1 保持 保持 保持 

 BARA H'FFFFFFB0 初期化 保持 保持 保持 

 BAMRA H'FFFFFFB4 初期化 保持 保持 保持 

 BBRA H'FFFFFFB8 初期化 保持 保持 保持 

 BRDR H'FFFFFFBC 初期化*1 保持 保持 保持 

キャッシュ CCR1 H'FFFFFFEC 初期化 保持 保持 保持 

【注】 *1 初期化されないビットがあります。 

 *2 WDTによるパワーオンリセットでは初期化されません。 

 *3 本モジュールに対するモジュールスタンバイ機能はありません。 
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19. 電気的特性 

19.1 絶対最大定格 
絶対最大定格を表 19.1に示します。 

 
表 19.1 絶対最大定格 

項目 記号 定格値 単位 

電源電圧（I/O） VCCQ －0.3～4.2 V 

電源電圧（内部） VCC 

VCC(PLL1) 

VCC(PLL2) 

－0.3～2.5 V 

入力電圧 Vin －0.3～VCCQ＋0.3 V 

動作温度 Topr －20～75（標準品） 

－40～85（広温度範囲品） 

℃ 

保存温度 Tstg －55～125 ℃ 

【注】 絶対最大定格を超えて LSIを使用した場合、LSIの永久破壊となることがあります。 
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19.2 電源投入および切断順序 

（1） 1.5V系電源（VCC（メイン）、VCC（サブ）、VCC（PLL1）、VCC（PLL2））と 3.3V系電源（VCCQ）の投
入順序について 

1. 3.3V系電源を先に投入してください。この後、1ms以内に1.5V系電源を投入してください。この間隔をでき

るだけ短くすることを推奨します。端子状態、内部状態不定期間の状態によってシステム全体が誤動作を引

き起こさないようシステム設計を行ってください。 

2. すべての電源に電圧が印加され、RES端子にローレベルが入力されるまでの間、内部回路不確定なので、各

端子の状態も不定となります。この不定状態によってシステムが誤動作を起こさないようにシステム設計を

行ってください。以下に電源投入時の波形を示します。 
 

VccQ(min)電圧

Vcc(min)電圧

Vcc/2レベル電圧

VccQ：3.3V系電源

Vcc：1.5V系電源

tPWU

tUNC

GND

状態不定期間 通常動作期間

あらかじめローレベル電源投入

パワーオンリセット状態端子状態は不定

RES

上記以外
の全端子*

【注】* 電源／GND、クロック関連端子を除く  
 

表 19.2 電源投入時間推奨値 

項目 記号 最大時間 単位 

VccQ―Vcc電源投入時間差 tPWU 1 ms 

状態不定時間 tUNC 100 ms 

【注】 上記は推奨値であり、厳密な設定を要求するものではありません。 
 
状態不定時間はおのおのの電源立ち上がりが過渡状態にある時間を意味します。 

端子状態は VccQ（min）到達時間で確定しますが、パワーオンリセット（RES）が正常に受け付けられるのは、

Vcc（min）到達時間以降でかつクロック発振安定時間（内蔵発振器を用いる場合）以後となります。 

状態不安定時間は 100ms以下となるようにしてください。 
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（2） 電源の切断順序について 

1. 電源投入時とは逆に1.5V系電源を先に切断してください。この後、10ms以内に3.3V系電源を切ってください。

この間隔をできるだけ短くすることを推奨します。端子状態、内部状態不定期間の状態によってシステム全

体が誤動作を引き起こさないようシステム設計を行ってください。 

2. 1.5V系電源だけを切断した状態では、端子状態は不定となります。この状態によってシステムが誤動作を起

こさないようにシステム設計を行ってください。 
 

VccQ：3.3V系電源

Vcc：1.5V系電源
tPWD

GND

動作停止通常動作期間

Vcc/2レベル電圧

 
 

表 19.3 電源切断時間推奨値 

項目 記号 最大時間 単位 

VccQ－Vcc電源切断時間差 tPWD 10 ms 

【注】 上記は推奨値であり、厳密な設定を要求するものではありません。 
 

19.3 DC特性 
DC特性を表 19.4、表 19.5に示します。 

 
表 19.4 DC特性（1） 

条件：Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

ICC － 100 140 mA VCC＝1.5V 

VCCQ＝3.3V 

通常動作時 

ICCQ － 30 50 mA Iφ＝100MHz 

Bφ＝50MHz 

スタンバイ 

モード時 

Istby － 500 700 μA Ta＝25℃ 

VCC＝1.5V 

VCCQ＝3.3V 

スリープ 

モード時 

Isleep － 40 60 mA VCC＝1.5V 

VCCQ＝3.3V 

消費電流 

 IsleepQ － 30 50 mA Bφ＝50MHz 
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項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

入力リーク電流 全入力端子 |Iin | － － 1.0 μA Vin＝ 

0.5～VCCQ－0.5V 

スリーステート

リーク電流 

入出力、全出力

端子（オフ状態）

|ISTI | － － 1.0 μA Vin＝ 

0.5～VCCQ－0.5V 

端子容量 全端子 C － － 10 pF  

 
表 19.4 DC特性（2） 

条件：Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

VCCQ 3.0 3.3 3.6  電源電圧 

VCC、 

VCC(PLL1) 

VCC(PLL2) 

1.4 1.5 1.6 

V 

 

RES、NMI、 

IRQ7～IRQ0、MD5

MD3～MD0、

ASEMD、TESTMD、

HIFMD、TRST 

VCCQ×0.9 － VCCQ＋0.3  

EXTAL VCCQ－0.3 － VCCQ＋0.3  

入力 High 

レベル電圧 

その他の入力端子 

VIH 

2.0 － VCCQ＋0.3 

V 

 

RES、NMI、 

IRQ7～IRQ0、MD5

MD3～MD0、

ASEMD、TESTMD、

HIFMD、TRST 

－0.3 － VCCQ×0.1  

EXTAL －0.3 － VCCQ×0.2  

入力 Low 

レベル電圧 

その他の入力端子 

VIL 

－0.3 － VCCQ×0.2 

V 

 

2.4 － － VCCQ＝3.0V、 

IOH＝－200μA 

出力 High 

レベル電圧 

全出力端子 VOH 

2.0 － － 

V 

VCCQ＝3.0V、 

IOH＝－2mA 

出力 Low 

レベル電圧 

全出力端子 VOL － － 0.55 V VCCQ＝3.6V、 

IOL＝2.0mA 

【注】 1. Vcc端子は必ず VCC、Vss端子は必ず VSSに接続してください。 

 2. 消費電流値は、VIHmin＝VCCQ－0.5V、VILmax＝0.5Vの条件で、すべての出力端子を無負荷状態にした場合の値で

す。 
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表 19.5 出力許容電流値 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min typ max 単位 

出力 Lowレベル許容電流（1端子あたり） IOL － － 2.0 mA 

出力 Lowレベル許容電流（総和） ΣIOL － － 120 mA 

出力 Highレベル許容電流（1端子あたり） －IOH － － 2.0 mA 

出力 Highレベル許容電流（総和） Σ(－IOH) － － 40 mA 

【注】 LSIの信頼性を確保するため、出力電流値は表 19.5の値を超えないようにしてください。 
 

19.4 AC特性 
本 LSIの入力は原則としてクロック同期入力です。特にことわりがない限り、各入力信号のセットアップ・ホ

ールド時間は必ず守ってください。 
 

表 19.6 最大動作周波数 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min typ max 単位 備考 

CPU、 

キャッシュ（Iφ） 

20 － 100  

外部バス（Bφ） 20 － 50  

動作周波数 

周辺モジュール（Pφ） 

f 

5 － 50 

MHz 

 

 

19.4.1 クロックタイミング 

表 19.7 クロックタイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品）、 

外部バス最大動作周波数：50MHz 

項   目 記号 min max 単位 参照図 

EXTALクロック入力周波数 fEX 10 25 MHz 

EXTALクロック入力サイクル時間 tExcyc 40 100 ns 

EXTALクロック入力 Lowレベルパルス幅 tEXL 10 － ns 

EXTALクロック入力 Highレベルパルス幅 tEXH 10 － ns 

EXTALクロック入力立ち上がり時間 tExr － 4 ns 

EXTALクロック入力立ち下がり時間 tExf － 4 ns 

19.1 

CKIOクロック出力周波数 fOP 20 50 MHz 

CKIOクロック出力サイクル時間 tcyc 20 50 ns 

CKIOクロック出力 Lowレベルパルス幅 tCKOL 5 － ns 

CKIOクロック出力 Highレベルパルス幅 tCKOH 5 － ns 

CKIOクロック出力立ち上がり時間 tCKOr － 5 ns 

19.2 
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項   目 記号 min max 単位 参照図 

CKIOクロック出力立ち下がり時間 tCKOf － 5 ns 19.2 

パワーオン発振安定時間 tOSC1 10 － ms 19.3 

RESセットアップ時間 tRESS 25 － ns 

RESアサート時間 tRESW 20 － tbcyc* 

19.3、19.4 

スタンバイ復帰発振安定時間 1 tOSC2 10 － ms 19.4 

スタンバイ復帰発振安定時間 2 tOSC3 － 10 ms 19.5 

PLL同期安定化時間 tPLL － 100 μs 19.6 

【注】 * tbcycは外部バスクロック（Bφ）の周期を示します。 
 

tEXH

tEXf tEXr

tEXL

tEXcyc

VIH VIH
VIH

1/2 VCC 1/2 VCCVIL VIL

EXTAL*
（入力）

【注】* EXTAL端子からクロックを入力する場合　  

図 19.1 EXTALクロック入力タイミング 

tcyc

tCKOLtCKOH

VOH
1/2VCC

CKIO
（出力）

1/2VCC

tCKOrtCKOf

VOH

VOL VOL

VOH

 

図 19.2 CKIOクロック出力タイミング 

VCC min
tRESW tRESStOSC1

VCC

RES

CKIO、
内部クロック

安定発振期間

【注】 内蔵発振器を用いる場合の発振安定時間  

図 19.3 パワーオン発振安定時間 
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CKIO、
内部クロック

安定発振期間スタンバイ期間

tOSC2

tRESW

RES

【注】 内蔵発振器を用いる場合の発振安定時間  

図 19.4 スタンバイ復帰時発振安定時間（リセットによる復帰） 

CKIO、
内部クロック

安定発振期間スタンバイ期間

tOSC3

NMI

【注】 内蔵発振器を用いる場合の発振安定時間
 

図 19.5 スタンバイ復帰時発振安定時間（NMI、IRQによる復帰） 

入力クロック安定期間　 スタンバイ期間　

リセット、NMI割り込み要求

入力クロック安定期間

PLL出力、
CKIO出力

内部クロック

PLL 同期期間 

【注】 EXTAL端子からクロックを入力する場合のPLL発振安定時間

tPLL PLL 同期期間

EXTAL入力

 

図 19.6 リセットまたは NMI割り込みによる PLL同期安定化時間 
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19.4.2 制御信号タイミング 
 

表 19.8 制御信号タイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

RESパルス幅 tRESW 20*2 － tbCYC*3 

RESセットアップ時間*1 tRESS 25 － ns 

RESホールド時間 tRESH 15 － ns 

19.7 

19.8 

NMIセットアップ時間*1 tNMIS 12 － ns 

NMIホールド時間 tNMIH 10 － ns 

IRQ7～IRQ0セットアップ時間*1 tIRQS 12 － ns 

IRQ7～IRQ0ホールド時間 tIRQH 10 － ns 

19.8 

バストライステート遅延時間 1 tBOFF1 － 20 ns 

バストライステート遅延時間 2 tBOFF2 － 20 ns 

バスバッファオンタイム 1 tBON1 － 20 ns 

バスバッファオンタイム 2 tBON2 － 20 ns 

19.9 

【注】 *1 RES、NMIおよび IRQ7～IRQ0は非同期信号です。ここに示されたセットアップ時間が守られた場合、クロック

の立ち上がりで変化が検出されます。セットアップ時間が守られない場合、次のクロックの立ち上がりエッジまで

検出が遅れることがあります。 

 *2 スタンバイモード時は、tRESW＝tOSC2（10ms）になります。クロック逓倍率が変化したときは、tRESW＝tPLL1（100

μs）になります。 

 *3 tbCYCは外部バスクロック（Bφ）の周期を示します。 
 

CKIO

tRESS tRESS

RES

tRESW

 

図 19.7 リセット入力タイミング 
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CKIO

RES

tRESH tRESS

VIH

VIL

NMI

tNMIH tNMIS

VIH

VIL

IRQ7～IRQ0

tIRQH tIRQS

VIH

VIL  

図 19.8 割り込み信号入力タイミング 

CKIO

tBOFF2

tBOFF1

tBON2

tBON1

ノーマルモード スタンバイモード ノーマルモード

A25～A0、
D15～D0

RD、RD/WR、
RAS、CAS、

CSn、WEn、BS、
CKE  

 

図 19.9 スタンバイ時の端子ドライブタイミング 
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19.4.3 ACバスタイミング仕様 
 

表 19.9 バスタイミング 

条件：クロックモード 1/2/5/6、VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

アドレス遅延時間 1 tAD1 1 15 ns 19.10～19.36 

アドレスセットアップ時間 tAS 3 － ns 19.10～19.13 

アドレスホールド時間 tAH 3 － ns 19.10～19.13 

BS遅延時間 tBSD 0 14 ns 19.10～19.29、19.33～19.36 

CS遅延時間 1 tCSD1 1 14 ns 19.10～19.36 

リードライト遅延時間 tRWD 1 14 ns 19.10～19.36 

ライトストローブ遅延時間 tRWD2 － 14 ns 19.15 

リードストローブ時間 tRSD 1/2tbcyc 1/2tbcyc+13 ns 19.10～19.15、19.33、19.34 

リードデータセットアップ時間 1 tRDS1 1/2tbcyc+10 － ns 19.10～19.15、19.33～19.36 

リードデータセットアップ時間 2 tRDS2 12 － ns 19.16～19.19、19.24～19.26 

リードデータホールド時間 1 tRDH1 0 － ns 19.10～19.15、19.33～19.36 

リードデータホールド時間 2 tRDH2 2 － ns 19.16～19.19、19.24～19.26 

ライトイネーブル遅延時間 1 tWED1 1/2tbcyc 1/2tbcyc+13 ns 19.10～19.14、19.33、19.34 

ライトイネーブル遅延時間 2 tWED2 － 13 ns 19.15 

ライトデータ遅延時間 1 tWDD1 － 18 ns 19.10～19.15、19.33～19.36 

ライトデータ遅延時間 2 tWDD2 － 17 ns 19.20～19.23、19.27～19.29 

ライトデータホールド時間 1 tWDH1 2 － ns 19.10～19.15、19.33～19.36 

ライトデータホールド時間 2 tWDH2 2 － ns 19.20～19.23、19.27～19.29 

ライトデータホールド時間 3 tWDH3 0 － ns 19.10～19.13 

WAITセットアップ時間 tWTS 1/2tbcyc+11 － ns 19.12～19.15、19.34、19.36 

WAITホールド時間 tWTH 1/2tbcyc+10 － ns 19.12～19.15、19.34、19.36 

RAS遅延時間 tRASD 1 15 ns 19.16～19.27、19.29～19.32 

CAS遅延時間 tCASD 1 15 ns 19.16～19.32 

DQM遅延時間 tDQMD 1 15 ns 19.16～19.29 

CKE遅延時間 tCKED － 14 ns 19.31 

ICIORD遅延時間 tICRSD 1/2tbcyc 1/2tbcyc+15 ns 19.35、19.36 

ICIOWR遅延時間 tICWSD 1/2tbcyc 1/2tbcyc+15 ns 19.35、19.36 

IOIS16セットアップ時間 tIO16S 1/2tbcyc+11 － ns 19.36 

IOIS16ホールド時間 tIO16H 1/2tbcyc+10 － ns 19.36 
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19.4.4 基本タイミング 

T1

tAD1

tAS

tCSD1

T2

tAD1

tRWD tRWD

tCSD1

tRSD tRSD tAH

tRDS1

tWED1 tWED1 tAH

tBSD tBSD

tWDD1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

リード時

WEn

BS

D15～D0

ライト時 tWDH1

tWDH3

tRDH1

 

図 19.10 基本バスサイクル（ノーウェイト） 
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T1

tAD1

tAS

tCSD1

Tw T2

tAD1

tRWD tRWD

tCSD1

tRSD
tRSD tAH

tRDS1

tWED1 tWED1 tAH

tBSD tBSD

tWTH

tWTS

tWDD1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

リード時

WEn

BS

WAIT

D15～D0

ライト時

tWDH3

tWDH1

tRDH1

 

図 19.11 基本バスサイクル（ソフトウェアウェイト 1） 
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T1

tAD1

tAS

tCSD1

TwX T2

tAD1

tRWD tRWD

tCSD1

tRSD tRSD tAH

tRDS1

tWED1 tWED1 tAH

tBSD tBSD

tWTH

tWTS

tWTH

tWTS

tWDD1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

RD

D15～D0

リード時

WEn

BS

WAIT

D15～D0

ライト時

tWDH3

tWDH1

tRDH1

 

図 19.12 基本バスサイクル（外部ウェイト 1挿入） 
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tAD1 tAD1

T1

tRWD

tRSD

tWED1 tWED1 tWED1

tRDS1 tRDS1

tRDH1 tRDH1

tAS

tRSD tRSDtAHtRSD

tAH tWED1 tAH

tAH

tCSD1

tWDD1 tWDH1 tWDH1tWDD1

tBSD tBSD tBSD tBSD

tRWD tRWD tRWD

tCSD1 tCSD1tCSD1

tAS

tAD1 tAD1

Tw T2 Taw T1 Tw T2 Taw

A25～A0

D15～D0

CSn

RD/WR

RD

WAIT

D15～D0

WEn

BS

CKIO

tWTH

tWTS

tWTH

tWTS

リード時

ライト時

tWDH3 tWDH3

 

図 19.13 基本バスサイクル（ソフトウェアウェイト 1、外部ウェイト有効 
（WMビット＝0）、アイドルサイクルなし設定） 
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Th T1 Twx T2 Tf

tAD1

tCSD1

tAD1

tCSD1

tBSD tBSD

tWTH

tWTS

tWTH

tWTS

tWDH1tWDD1

CKIO

An

CSn

RD/WR

RD

WEn

D15 D0

リード時

RD/WR

BS

WAIT

D15 D0

ライト時

tRDH1
tRDS1

tRWD
tRWD

tRWD tRWD

tRSD tRSD

tWED1 tWED1

 

図 19.14 バイト選択付き SRAMタイミング（SW＝1サイクル、HW＝1サイクル、 
非同期外部ウェイト 1挿入、CSnWCR.BAS＝0（ライトサイクル UB、LBコントロール）） 
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Th T1 Twx T2 Tf

tAD1

tCSD1

tAD1

tCSD1

tBSD tBSD

tWTH

tWTS

tWTH

tWTS

tWDH1tWDD1

CKIO

An

CSn

RD/WR

RD

WEn

D15 D0

リード時

RD/WR

BS

WAIT

D15 D0

ライト時

tRDH1
tRDS1

tRWD
tRWD

tRWD
tRWD2 tRWD2 tRWD

tRSD tRSD

tWED2
tWED2

 

図 19.15 バイト選択付き SRAMタイミング（SW＝1サイクル、HW＝1サイクル、 
非同期外部ウェイト 1挿入、CSnWCR.BAS＝1（ライトサイクルWEコントロール）） 
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19.4.5 シンクロナス DRAMタイミング 

Tc1Tr Tcw Td1 Tde

tAD1 tAD1

tCSD1

tAD1

tRWD tRWD

tCSD1

tAD1 tAD1tAD1

tRDH2tRDS2

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

A11*

【注】*  SDRAMのA10に接続するアドレス端子

D15～D0

tRASD tRASD

RAS

Row address

Read A  command

Column address

tCASD tCASD

CAS

tBSD tBSD

(High)

BS

CKE

tDQMD tDQMD

DQMxx

 

図 19.16 シンクロナス DRAMシングルリードバスサイクル 
（オートプリチャージあり、CASレイテンシ 2、WTRCD＝0サイクル、WTRP＝0サイクル） 



19. 電気的特性 

Rev.4.00  2007.06.13  19-18 
RJJ09B0262-0400  

TrwTr Tc1 Tcw Td1 Tde Tap

tAD1 tAD1

tCSD1

tAD1
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tRWD

tCSD1

tAD1 tAD1tAD1

tRDH2tRDS2

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

A11*

【注】*  SDRAMのA10に接続するアドレス端子

D15～D0

tRASD tRASD

RAS

Row address

Read A  command

Column address

tCASD tCASD

CAS

tBSD tBSD

(High)

BS

CKE

tDQMD tDQMD

DQMxx

 

図 19.17 シンクロナス DRAMシングルリードバスサイクル（オートプリチャージあり、 
CASレイテンシ 2、WTRCD＝1サイクル、WTRP＝1サイクル） 
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【注】*  SDRAMのA10に接続するアドレス端子

D15～D0

tRASD tRASD

RAS

Read  command

tCASD tCASD
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tBSD tBSD
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CKE

tDQMD tDQMD
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図 19.18 シンクロナス DRAMバーストリードバスサイクル（シングルリード×4） 
（オートプリチャージあり、CASレイテンシ 2、WTRCD＝0サイクル、WTRP＝1サイクル） 
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図 19.19 シンクロナス DRAMバーストリードバスサイクル（シングルリード×4） 
（オートプリチャージあり、CASレイテンシ 2、WTRCD＝1サイクル、WTRP＝0サイクル） 
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図 19.20 シンクロナス DRAMシングルライトバスサイクル（オートプリチャージあり、TRWL＝1サイクル） 
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図 19.21 シンクロナス DRAMシングルライトバスサイクル 
（オートプリチャージあり、WTRCD＝2サイクル、TRWL＝1サイクル） 
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図 19.22 シンクロナス DRAMバーストライトバスサイクル（シングルライト×4） 
（オートプリチャージあり、WTRCD＝0サイクル、TRWL＝1サイクル） 
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図 19.23 シンクロナス DRAMバーストライトバスサイクル（シングルライト×4） 
（オートプリチャージあり、WTRCD＝1サイクル、TRWL＝1サイクル） 
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図 19.24 シンクロナス DRAMバーストリードバスサイクル（シングルリード×4） 
（バンクアクティブモード：ACT＋READコマンド、CASレイテンシ 2、WTRCD＝0サイクル） 
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図 19.25 シンクロナス DRAMバーストリードバスサイクル（シングルリード×4） 
（バンクアクティブモード：READコマンド、同一ローアドレス、CASレイテンシ 2、WTRCD＝0サイクル） 
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図 19.26 シンクロナス DRAMバーストリードバスサイクル（シングルリード×4） 
（バンクアクティブモード：PRE＋ACT＋READコマンド、 

異なるローアドレス、CASレイテンシ 2、WTRCD＝0サイクル） 
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図 19.27 シンクロナス DRAMバーストライトバスサイクル（シングルライト×4） 
（バンクアクティブモード：ACT＋WRITEコマンド、WTRCD＝0サイクル、TRWL＝0サイクル） 
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図 19.28 シンクロナス DRAMバーストライトバスサイクル（シングルライト×4） 
（バンクアクティブモード：WRITEコマンド、同一ローアドレス、WTRCD＝0サイクル、TRWL＝0サイクル） 



19. 電気的特性 

Rev.4.00  2007.06.13  19-30 
RJJ09B0262-0400  

Tc2 Tc3 Tc4TrTapTp Tc1

tAD1

tCSD1

tAD1tAD1tAD1

tRWD tRWDtRWD tRWD

tCSD1

tRASDtRASD tRASDtRASD

tAD1 tAD1 tAD1 tAD1

CKIO

A25～A0

CSn

RD/WR

A11*

D15～D0

RAS

tAD1 tAD1

tCASD tCASD

CAS

tBSD tBSD

(High)

BS

CKE

tDQMD tDQMD

DQMxx

tWDH2tWDD2

【注】*  SDRAMのA10に接続するアドレス端子

tWDH2tWDD2

Write command

Row address
Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

 

図 19.29 シンクロナス DRAMバーストライトバスサイクル（シングルライト×4） 
（バンクアクティブモード：PRE＋ACT＋WRITEコマンド、 

異なるローアドレス、WTRCD＝0サイクル、TRWL＝0サイクル） 
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【注】*  SDRAMのA10に接続するアドレス端子  

図 19.30 シンクロナス DRAMオートリフレッシュタイミング（WTRP＝1サイクル、WTRC＝3サイクル） 
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図 19.31 シンクロナス DRAMセルフリフレッシュタイミング（WTRP＝1サイクル） 
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図 19.32 シンクロナス DRAMモードレジスタ書き込みタイミング（WTRP＝1サイクル） 
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図 19.33 PCMCIAメモリカードインタフェースバスタイミング 
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図 19.34 PCMCIAメモリカードインタフェースバスタイミング 
（TED＝2.5サイクル、TEH＝1.5サイクル、ソフトウェイト 1、外部ウェイト 1） 
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図 19.35 PCMCIA I/Oカードインタフェースバスタイミング 
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図 19.36 PCMCIA I/Oカードインタフェースバスタイミング 
（TED＝2.5サイクル、TEH＝1.5サイクル、ソフトウェイト 1、外部ウェイト 1） 
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19.4.7 SCIFモジュール信号タイミング 
 

表 19.10 SCIFモジュール信号タイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

クロック同期時 tScyc 12 － tpcyc 入力クロックサイクル 

調歩同期時  4 － tpcyc 

19.37 

19.38 

入力クロック立ち上がり時間 tSCKR － 0.8 tpcyc 

入力クロック立ち下がり時間 tSCKF － 0.8 tpcyc 

入力クロックパルス幅 tSCKW 0.4 0.6 tscyc 

19.37 

送信データ遅延時間 tTXD － 3tpcyc*+50 ns 

受信データセットアップ時間（クロック同期） tRXS 3 － tpcyc 

受信データホールド時間（クロック同期） tRXH 3 － tpcyc 

RTS遅延時間 tRTSD － 100 ns 

CTSセットアップ時間（クロック同期） tCTSS 100 － ns 

CTSホールド時間（クロック同期） tCTSH 100 － ns 

19.38 

【注】 * tpcycは周辺クロック（Pφ）の周期を示します。 
 

tSCKW tSCKR tSCKF

tScyc

SCK

 

図 19.37 SCK入力クロックタイミング 
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図 19.38 クロック同期式モード時の SCI入出力タイミング 
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19.4.8 ポートモジュール信号タイミング 
 

表 19.11 ポートモジュール信号タイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

出力データ遅延時間 tPORTD － 20 ns 

入力データセットアップ時間 tPORTS 16 － ns 

入力データホールド時間 tPORTH 10 － ns 

19.39 

 

tPORTS

CKIO

ポートA～E
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（ライト時）

tPORTH

tPORTD

 

図 19.39 I/Oポートタイミング 
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19.4.9 HIFモジュール信号タイミング 
 

表 19.12 HIFモジュール信号タイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

リードバスサイクル時間 tHIFCYCR 4 － tpcyc 

ライトバスサイクル時間 tHIFCYCW 4 － tpcyc 

アドレスセットアップ時間（HIFSCR.DMD=0の場合） tHIFAS 10 － ns 

アドレスセットアップ時間（HIFSCR.DMD=1の場合） tHIFAS 0 － ns 

アドレスホールド時間（HIFSCR.DMD=0の場合） tHIFAH 10 － ns 

アドレスホールド時間（HIFSCR.DMD=1の場合） tHIFAH 0 － ns 

リードロー幅（リード時） tHIFWRL 2.5 － tpcyc 

ライトロー幅（ライト時） tHIFWWL 2.5 － tpcyc 

リード／ライトハイ幅 tHIFWRWH 2.0 － tpcyc 

読み出しデータ遅延時間 tHIFRDD － 2×tpcyc+ 16 ns 

19.40 

読み出しデータホールド時間 tHIFRDH 0 － ns 

書き込みデータセットアップ時間 tHIFWDS tpcyc+10 － ns 

書き込みデータホールド時間 tHIFWDH 10 － ns 

 

HIFINT出力遅延時間 tHIFITD － 20 ns 19.41 

HIFRDY出力遅延時間 tHIFRYD － 10 tpcyc 19.42 

HIFDREQ出力遅延時間 tHIFDQD － 20 ns 19.41 

HIF端子イネーブル遅延時間 tHIFEBD － 20 ns 19.42 

HIF端子ディスエーブル遅延時間 tHIFDBD － 20 ns  

【注】 1. tpcycは周辺クロック（Pφ）の周期を示します。 

 2. tHIFASは、HIFCS信号の LOW期間と HIFRD信号、または HIFWR信号の LOW期間のオーバラップ期間の開始に対

して規定されます。 

 3. tHIFAHは HIFCS信号の LOW期間と HIFRD信号、または HIFWR信号の LOW期間のオーバラップ期間の終了に対し

て規定されます。 

 4. tHIFWRL期間は HIFCS信号の LOW期間と HIFRD信号の LOW期間のオーバラップ期間で規定されます。 

 5. tHIFWWL期間は HIFCS信号の LOW期間と HIFWR信号の LOW期間のオーバラップ期間で規定されます。 

 6. HIFインデックスレジスタ（HIFIDX）へライトした後に、REG5～REG0で設定したレジスタをリードする場合の

tHIFWRWH（min）は 2×tpcyc＋5nsになります。 
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図 19.40 HIFアクセスタイミング 
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図 19.41 HIFINT、HIFDREQタイミング 
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図 19.42 HIFRDY、HIF端子イネーブル／ディスエーブルタイミング 
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19.4.10 H-UDI関連端子のタイミング 
 

表 19.13 H-UDI関連端子のタイミング 

条件：VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V、Ta＝－20～75℃（標準品）、－40～85℃（広温度範囲品） 

項目 記号 min max 単位 参照図 

TCKサイクル時間 tTCKcyc 50 － ns 

TCK Highレベルパルス幅 tTCKH 19 － ns 

TCK Lowレベルパルス幅 tTCKL 19 － ns 

TCK立ち上がり／立ち下がり時間 tTCKrf － 4 ns 

19.43 

TRSTセットアップ時間 tTRSTS 10 － tbcyc* 

TRSTホールド時間 tTRSTH 50 － tbcyc* 

19.44 

TDIセットアップ時間 tTDIS 10 － ns 

TDIホールド時間 tTDIH 10 － ns 

TMSセットアップ時間 tTMSS 10 － ns 

TMSホールド時間 tTMSH 10 － ns 

TDO遅延時間 tTDOD － 19 ns 

19.45 

【注】 * tbCYCは外部バスクロック（Bφ）の周期を示します。 
 

tTCKcyc

VIH

1/2VccQ
1/2VccQ

VIH

VIL VIL

VIH

tTCKL

tTCKrf tTCKrf

tTCKH

 

図 19.43 TCK入力タイミング 

tTRSTS tTRSTH

TRST

RES

 

図 19.44 TCK入力タイミング（リセットホールド時） 



19. 電気的特性 

Rev.4.00  2007.06.13  19-43 
  RJJ09B0262-0400 

TCK

TMS

TDI

TDO

tTDIS tTDIH

tTCKcyc

tTMSS tTMSH

tTDOD

 

図 19.45 H-UDIデータ転送タイミング 

 

19.4.11 AC特性測定条件 

入出力信号参照レベル：VCCQ/2（VCCQ＝3.0～3.6V、VCC＝1.4～1.6V） 

入力パルスレベル：Vss～3.0V（ただし、RES、NMI、 IRQ7～IRQ0、MD5、MD3～MD0、 

ASEMD、TESTMD、HIFMD、TRST、およびEXTALはVss～VCC） 

入力立ち上がり、立ち下がり時間 ：1ns 

IOL

IOH

CL VREF

LSI出力端子 DUT出力

【注】 CLは測定装置の容量も含んだ合計値です。各端子は以下のように設定されています。
30pF：全出力端子
IOL、IOHは表19.5に示す値です。

1.

2.

 

図 19.46 出力負荷回路 
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19.4.12 負荷容量による遅延時間の変化（参考値） 

下記に、本 LSIの各端子に規定以上（30pF）の負荷容量を接続した場合の、遅延時間の変化のグラフ（参考デ

ータ）を示します。規定容量を超えて、外部デバイスを接続される場合は、図 19.47のグラフを参考に設計して

ください。 

なお、接続される負荷容量が図 19.47の範囲を超える場合は、グラフは直線になりません。 

遅
延
時
間
（

ns
）

負荷容量（pF）

＋0 ＋10 ＋20 ＋30
＋0

＋1

＋2

＋3

＋40 ＋50

 

図 19.47 負荷容量－遅延時間 
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付録 

A. 端子状態 
 

端子機能 端子状態 

分類 端子名 リセット状態 低消費電力状態 

  パワーオン 

リセット

(HIFMD=Low)

パワーオン 

リセット

(HIFMD=High)

ソフトウェア

スタンバイ 

スリープ H-UDI 

モジュール 

スタンバイ 

クロック EXTAL I I I I I 

 XTAL O*1 O*1 O*1 O*1 O*1 

 CKIO O*1 O*1 ZO*5 O*1 O*1 

システム制御 RES I I I I I 

動作モード制御 MD5 MD[3:0] I I I I I 

割り込み NMI I I I I I 

 IRQ[7:0] － － I I I 

アドレスバス A[25:16] － － ZHL*4 O O 

 A[15:0] O O ZHL*4 O O 

データバス D[15:0] Z Z Z IO IO 

バス制御 WAIT － － Z I I 

 IOIS16 － － Z I I 

 CKE － － ZO*2 O O 

 CAS RAS － － ZO*2 O O 

 WE0/DQMLL H H ZH*4 O O 

 WE1/DQMLU/WE H H ZH*4 O O 

 ICIORD － － ZH*4 O O 

 ICIOWR － － ZH*4 O O 

 RD H H ZH*4 O O 

 RDWR H H ZH*4 O O 

 CE2B  CE2A － － ZH*4 O O 

 CS6B/CE1B 

CS5B/CE1A 

－ － ZH*4 O O 

 CS4  CS3 － － ZH*4 O O 
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端子機能 端子状態 

分類 端子名 リセット状態 低消費電力状態 

  パワーオン 

リセット

(HIFMD=Low)

パワーオン 

リセット

(HIFMD=High)

ソフトウェア

スタンバイ 

スリープ H-UDI 

モジュール 

スタンバイ 

バス制御 CS0 H H ZH*4 O O 

 BS － － ZH*4 O O 

SCIF TxD[2:0] － － Z O O 

 RxD[2:0] － － Z I I 

 SCK[2:1] － － Z O O 

 SCK0 － － Z I I 

 RTS[1:0] － － Z O O 

 CTS[1:0] － － Z I I 

Host-I/F HIFEBL － Z Z I I 

 HIFRDY － O O O*3 O*3 

 HIFDREQ － Z Z O*3 O*3 

 HIFMD I I I I*3 I*3 

 HIFINT － Z Z O*3 O*3 

 HIFRD － Z Z I*3 I*3 

 HIFWR － Z Z I*3 I*3 

 HIFRS － Z Z I*3 I*3 

 HIFCS － Z Z I*3 I*3 

 HIFD[15:0] － Z Z IO*3 IO*3 

H-UDI TRST I I I I I 

 TCK I I I I I 

 TMS I I I I I 

 TDI I I I I I 

 TDO Z Z ZO*6 ZO*6 Z 

 ASEMD I I I I I 

I/Oポート PA[25:16] Z Z Z P I/O 

 PB[13:0] Z Z Z P I/O 

 PC[20:0] Z Z Z P I/O 

 PD[7:0] Z Z Z P I/O 

 PE[24:4]  PE[2:0] Z － Z P I/O 

 PE3 － － Z P I/O 
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端子機能 端子状態 

分類 端子名 リセット状態 低消費電力状態 

  パワーオン 

リセット

(HIFMD=Low)

パワーオン 

リセット

(HIFMD=High)

ソフトウェア

スタンバイ 

スリープ H-UDI 

モジュール 

スタンバイ 

テストモード TESTMD I I I I I 

 TESTOUT 

TESTOUT2 

O O O O O 

【記号説明】 

 － 本端子機能が初期状態として選択されることはありません。 

 I 入力 

 O 出力 

 H ハイレベル出力 

 L ローレベル出力 

 Z ハイインピーダンス 

 P レジスタの設定によって、Iか Oになります。 
 
【注】 *1 クロックモードに依存します（MD2～MD0端子の設定）。 

 *2 CMNCRレジスタの HIZCNT（ビット 0）の設定に従います。 

 *3 HIFEBL=Low入力時、ハイインピーダンスになります。 

 *4 CMNCRレジスタの HIZMEM（ビット 1）の設定に従います。 

 *5 CMNCRレジスタの HZCNT（ビット 0）または FRQCRレジスタの CKOEN（ビット 12）の設定に従います。 

 *6 H-UDIからのデータ読み出し時にのみ出力状態になります。それ以外のときは、ハイインピーダンスになります。 
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B. 型名一覧 
 

製品型名 カタログ型名 動作温度 はんだボール組成 PKGコード 

D17606BG100V HD6417606BG100V -20～75℃ 鉛フリー BP – 176V 

D17606BGN100V HD6417606BGN100V -20～75℃ 鉛フリー BP – 176V 

D17606BGW100V HD6417606BGW100V -40～85℃ 鉛フリー BP – 176V 

D17606BG100 HD6417606BG100 -20～75℃ 共晶 BP – 176 

D17606BGN100 HD6417606BGN100 -20～75℃ 共晶 BP – 176 

D17606BGW100 HD6417606BGW100 -40～85℃ 共晶 BP – 176 
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C. 外形寸法図 
 

JEITA Package Code RENESAS Code Previous Code MASS[Typ.]
P-LFBGA176-13x13-0.80 PLBG0176GA-A BP-176/BP-176V 0.45g

D

E

w S A
w S B

x4
v

y1 S

y S

S

A
1

A

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

e

e
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ZD

A

B

C

D

E
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G

H

J

K

L

M

N

P

R

ΦｘM S A B
Φｂ

Dimension in Millimeters

Min Nom Max
Reference

Symbol

D

E

v

w

A

A1

e

b

x

y

y1

SD

SE

ZD

ZE

13.0

13.0

0.15

0.20

1.40

0.35 0.40 0.45

0.80

0.50 0.550.45

0.08

0.10

0.2

0.90

0.90  
図 C.1 外形寸法図（BP-176） 
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本版で修正または追加された箇所 
 

項   目 ページ 修正箇所 

修正 

 ビット 説   明  

 5 送信 FIFOデータエンプティ 

トランスミット FIFOデータレジスタ（SCFTDR）からトランスミットシフトレジス

タ（SCTSR）にデータが転送され、SCFTDRのデータ数が FIFOコントロールレジ

スタ（SCFCR）の TTRG1、TTRG0ビットで指定した送信トリガデータ数より少な

くなり、SCFTDRに送信データを書き込むことが可能になったことを示します。 

0：SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数より多いことを表示 

［クリア条件］ 

• TDFE＝1の状態を読み出した後、指定送信トリガ数より多い送信データ数を

SCFTDRに書き込み、TDFEに 0を書き込んだとき 

1：SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下であること*を表

示 

［セット条件］ 

• パワーオンリセット 

• 送信の結果 SCFTDRに書き込んだ送信データ数が指定送信トリガ数以下のとき 

【注】*SCFTDRは 16バイトの FIFOレジスタであるため、TDFE＝1の状態で書き

込むことができるデータの最大数は「16 から指定した送信トリガ数を引いた数」に

なります。それ以上のデータを書き込もうとしてもデータは無視されます。SCFTDR

のデータ数は SCFDRの上位 8ビットに示されます。 

 

12.3.7 シリアルステータスレジスタ

（SCFSR） 

12-12 

 

12.4.3 クロック同期式モード時の動作 

（2）クロック 

12-39 追加 

・・・受信動作のみの場合、内部クロックを選択すると SCSCRの REビットが 1の間、

受信 FIFO内データ数が受信トリガ設定数に達するまでクロックパルスが出力されます。

この場合、8 × (16 + 1) = 136パルスの同期クロックが出力されます。nキャラクタ数の受

信動作を行いたいときは、クロックソースを外部クロックにしてください。内部クロック

を使用する場合は、RE=1かつ TE=1とし、nキャラクタ数のダミーデータ送信と同時に n

キャラクタの受信を行う手順としてください。 
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項   目 ページ 修正箇所 

図 12.13 シリアル送信のフローチ

ャートの例 

12-41 修正 

SCFSRのTDFEフラグを読み出し

送信開始

TDFE=1？
No

Yes

（1）

（1）

（2）

SCIFの状態を確認して、送信データを書き込み：
SCFSRを読み出して、TDFEフラグが1であることを
確認した後、トランスミットFIFOデータレジスタ
（SCFTDR）に送信データを書き込み、TDFEフラグ
とTENDフラグの1を読み出した後、それらのフラグを
0にクリアします。

シリアル送信の継続手順：
シリアル送信を続けるときには、必ずTDFEフラグ
の1を読み出して書き込み可能であることを確認した
後にSCFTDRにデータを書き込み、続いてTDFEフラ
グを0にクリアしてください。

SCFTDRに送信データを書き込み、
SCFSRのTDFEとTENDフラグの1を

読み出した後、0にクリア

 
図 12.18 シリアル送受信のフロー

チャートの例 

12-45 修正 

SCFSRのTDFEビットを読み出し

初期化

送受信開始

受信エラー処理：
受信エラーが発生したときには、SCLSRのORERフラグ
を読み出してから、所定のエラー処理を行った後、ORER
フラグを0にクリアしてください。
ORERフラグが1にセットされた状態では送信／受信を再
開できません。

SCIFの状態を確認して受信データを読み出し：
SCFSRを読み出してRDF＝1であることを確認した後、
SCFRDRの受信データを読み出し、RDFフラグを0にク
リアします。RDFフラグの0から1への変化はRXI割り込み
によっても知ることができます。

（3）

（1）

（1）

（2）

TDFE＝1？

Yes

No

SCFTDRに送信データを書き込み、
SCFSRのTDFEとTENDフラグの1を

読み出した後、0にクリア

SCIFの状態確認と受信データの書き込み：
SCFSRをリードしてTDFE＝1であることを確認した後、
SCFTDRに送信データを書き込み、TDFEフラグとTEND
フラグの1を読み出した後、それらのフラグを0にクリア
します。TDFEフラグの0から1への変化は、TXI割り込みに
よっても知ることができます。

 
図 19.18 シンクロナス DRAMバー

ストリードバスサイクル（シングルリー

ド×4） 

（オートプリチャージあり、CASレ

イテンシ 2、WTRCD＝0サイクル、

WTRP＝1サイクル） 

19-19 修正 

Tc1 Tc2

Td1 Td2 Td3 Td4

Tr Tc3 Tc4 Tde

tAD1 tAD1tAD1 tAD1 tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Row
address

Column
address

 
図 19.19 シンクロナス DRAMバー

ストリードバスサイクル（シングルリー

ド×4） 

（オートプリチャージあり、CASレ

イテンシ 2、WTRCD＝1サイクル、

WTRP＝0サイクル） 

19-20 修正 

Tc1 Tc2

Td1 Td2 Td3 Td4

Tr Trw Tc3 Tc4 Tde

tAD1 tAD1tAD1 tAD1 tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Row
address

Column
address

Column
address

 
図19.22 シンクロナスDRAMバース

トライトバスサイクル（シングルライト

×4） 

（オートプリチャージあり、WTRCD

＝0サイクル、TRWL＝1サイクル）

19-23 修正 
Tc2 Tc3 Tc4 TrwlTr Tc1

tAD1tAD1tAD1 tAD1tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Row
address

Column
address

Column
address

Column
address

Column
address
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項   目 ページ 修正箇所 

図19.23 シンクロナスDRAMバース

トライトバスサイクル（シングルライト

×4） 

（オートプリチャージあり、WTRCD

＝1サイクル、TRWL＝1サイクル）

19-24 修正 
Tc2 Tc3 Tc4 TrwlTr Tc1Trw

tAD1 tAD1tAD1tAD1 tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

Row
address

 
図 19.24 シンクロナス DRAMバー

ストリードバスサイクル（シングルリ

ード×4） 

（バンクアクティブモード：ACT＋

READコマンド、CASレイテンシ 2、

WTRCD＝0サイクル） 

19-25 修正 

Tc3 Tc4 TdeTr Tc2

Td1 Td2 Td3 Td4

Tc1

tAD1tAD1 tAD1 tAD1 tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

Row
address

 
図 19.25 シンクロナス DRAMバー

ストリードバスサイクル（シングルリ

ード×4） 

（バンクアクティブモード：READコ

マンド、同一ローアドレス、CASレ

イテンシ 2、WTRCD＝0サイクル）

19-26 修正 

tAD1tAD1 tAD1 tAD1 tAD1

Tc2 Tc4 TdeTc1 Tc3

Td1 Td2 Td3 Td4 

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

 
図 19.26 シンクロナス DRAMバー

ストリードバスサイクル（シングルリ

ード×4） 

（バンクアクティブモード：PRE＋

ACT＋READコマンド、 

異なるローアドレス、CASレイテン

シ 2、WTRCD＝0サイクル） 

19-27 修正 

Tc3 Tc4 TdeTc2

Td1 Td2 Td3 Td4

Tc1TrTpwTp

tAD1 tAD1 tAD1 tAD1 tAD1 tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

Row
address

 

図 19.27 シンクロナス DRAMバー

ストライトバスサイクル（シングルラ

イト×4） 

（バンクアクティブモード：ACT＋

WRITEコマンド、WTRCD＝0サイク

ル、TRWL＝0サイクル） 

19-28 修正 
Tc2 Tc3 Tc4Tr Tc1

tAD1 tAD1tAD1tAD1 tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Row
address

Column
address

Column
address

Column
address

Column
address

 
図 19.28 シンクロナス DRAMバー

ストライトバスサイクル（シングルラ

イト×4） 

（バンクアクティブモード：WRITE

コマンド、同一ローアドレス、

WTRCD＝0サイクル、TRWL＝0サ

イクル） 

19-29 修正 
Tc2 Tc3 Tc4Tnop Tc1

tAD1 tAD1tAD1tAD1tAD1

CKIO

A25～A0 Column
address

Column
address

Column
address

Column
address
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図 19.29 シンクロナス DRAMバー

ストライトバスサイクル（シングルラ

イト×4） 

（バンクアクティブモード：PRE＋

ACT＋WRITEコマンド、 

異なるローアドレス、WTRCD＝0サ

イクル、TRWL＝0サイクル） 

19-30 修正 
Tc2 Tc3 Tc4TrTapTp Tc1

tAD1 tAD1tAD1tAD1

CKIO

A25～A0

tAD1 tAD1

Row address
Column
address

Column
address

Column
address

Column
address
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