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（論文 内容 の要 旨）

現代 の情報 技術 社会 の重 要 な要素 であ るデー タセ ンターの運 用 には膨 大 な コス トが

かか るため、効率化 手法が重要であ る。本論文 の主題 は、デー タセンターの効率、特 に

「計算効率 」を最 大化 す るこ とであ る。デ ー タセ ンター の計算効 率に大 きな影 響 を与 え

る2つ の要 因 として、タスクスケジュー リング効率 と通信 効率が ある。本論文 では、こ

れ ら2つ の要因 に対 処す るためのい くっ かの技術 を開発 し、評価 した。

論文の貢献 として以下の三点がある

ま ず 、Linuxコ ンテ ナ （LXC） べ 一 ス のデ ー タ セ ン ター の タ ス クス ケ ジ ュー リン グ効

率 を 向 上 さ せ る 新 し い タ ス ク ス ケ ジ ュ ー リ ン グ メ カ ニ ズ ム で あ るContainer

Rebalancingを 提 案 した。 コ ンテ ナ リバ ラ ン ス は 、LXCの 高 速 な コ ンテ ナ マ イ グ レー シ

ョ ン を活 用 し、ク ラス タ の最 適 な オー バ ー コ ミ ッ ト率 を向 上 させ 、デー タセ ン ター全 体

の リソー ス使 用 率 を 向上 させ る。

次 に 、SDN（Software－DefinedNetwork） 支 援 ル ー テ ィ ン グ メ カ ニ ズ ムで あ るア プ リ

ケ ー シ ョン ア ウェ ア なル ー テ ィン グ を提 案 した。ア プ リケ ー シ ョ ンア ウ ェア ル ー テ ィ ン

グ で は 、ネ ッ トワー ク が各 ア プ リケ ー シ ョ ンの特 性 に応 じた 個 別 の フ ロー制 御 を行 うた

め 、各 フ ロー の パ フ ォー マ ンス が 向上 し、ネ ッ トワー ク全 体 の通 信 効 率 が 向 上 す る。

第3に 、アプ リケーシ ョンア ウェアネ ッ トワー クの改 良版 として 自己最適 化 アプ リケ
ー シ ョンア ウェアネ ッ トワークを提案 した

。自己最適 化アプ リケー シ ョンア ウェアネ ッ

トワー クで は、手動 によるユ ーザー構成 ではな く、自動 的 なネ ッ トワー ク トラフィック

分類 モデル を使 用 して、ネ ッ トワー クフロー を識別お よび分類 す るた め、配備 ・展開が

容易 にな る。自動ネ ッ トワー ク トラフィ ック分類モ デル は、自己最適化 アプ リケーシ ョ

ン認識 ネ ッ トワー クの主要 コンポーネ ン トであ る。このモデル は、深層 学習べ一 スの分

類 技法 で あ るStackedDenoisingAutoencoderを 学習 に使 用す る。

以上
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氏 名 U－chupalaPongsakorn

（論文審査結果の要旨）

現代 の情報 技術社 会 の重 要な要素 で あ るデー タセ ンターの運用 には膨 大 な コ

ス トが かか るた め、効率化手 法が重 要 であ る。本論 文 の主題 は、 デー タセ ンタ

ー の効 率、 特 に 「計算効率」 を最大 化す る ことであ る。本論 文 で は、 データセ

ンターの計算効率 に大 きな影響 を与 える2つ の要 因、 タス クスケジ ュー リング

効 率 と通信効 率、 に対処 す るための技術 を開発 し、評価 してい る。

論 文 の貢 献 と して は以下 の三 点 が あ る ：

1）Linuxコ ンテ ナ （LXC） ベ ー ス の デ ー タセ ンタ ー の タ ス ク ス ケ ジ ュ ー リン グ

効 率 を 向上 させ る新 しい タ ス クス ケ ジ ュ ー リ ン グメ カ ニ ズ ム で あ るContainer

Rebalancingを 提 案 した。 コ ンテナ リバ ラ ンス は、LXCの 高 速 な コ ンテ ナ マ イ

グ レ ー シ ョ ンを活 用 し、 ク ラス タ の 最 適 な オ ー バ ー コ ミッ ト率 を向 上 させ 、 デ

ー タセ ンタ ー 全 体 の リソー ス使 用 率 を 向上 させ る
。

2）SDN（Software－DefinedNetwork） 支 援 ル ー テ ィ ン グメ カ ニズ ム で あ るア プ

リケ ー シ ョ ンア ウ ェア なル ー テ ィ ン グ を提 案 した。 ア プ リケ ー シ ョ ンア ウ ェ ア

ル ー テ ィ ン グで は 、 ネ ッ トワー クが 各 ア プ リケ ー シ ョ ンの特 性 に応 じた個 別 の

フ ロ ー制 御 を行 うた め 、 各 フ ロー の パ フ ォー マ ンス が 向 上 し、 ネ ッ トワー ク全

体 の通 信 効 率 が 向上 す る。

3） ア プ リケ ー シ ョンア ウ ェア ネ ッ トワー クの 改 良 版 と して 自 己最 適 化 ア プ リケ

ー シ ョ ン ア ウ ェ ア ネ ッ トワー クを提 案 した
。 自 己最 適 化 ア プ リケ ー シ ョ ンア ウ

ェ ア ネ ッ トワー クで は、 手 動 に よ るユ ー ザ ー構 成 で は な く、 自動 的 な ネ ッ トワ

ー ク トラ フ ィ ッ ク分 類 モ デル を使 用 して
、 ネ ッ トワー ク フ ロー を識 別 お よび分

類 す るた め、 配 備 ・展 開 が 容 易 に な る。

これ らの3つ の貢献 （成果）について は、シ ミュ レーシ ョンお よび実環境 に近 い

仮 想環 境実験 で の有用性 得評価 が慎重 に行 なわれ てお り、結果 には十 分 な妥 当

性 が認 め られ る。

従 って、本 論文 は博士 （工学）の学位論文 として認 め るに値 す ると判 断す る。

以上 f
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