
提  言 

 

 次世代スーパーコンピュータプロジェクトでは、「世界最先端、最高性能の次世代スーパーコ

ンピュータを開発・整備」すると同時に、「次世代スーパーコンピュータを最大限利用するアプ

リケーションの開発」と「利用環境の整備」を行い、「次世代スーパーコンピュータを中核とす

る世界最高水準のスーパーコンピューティング研究教育の拠点を形成」することを目標として

掲げている。研究教育拠点を形成することが、国家基幹技術として計算科学・計算機科学を継

続的に発展させていくための要諦であり、次世代スーパーコンピュータプロジェクトの本丸で

ある。神戸の研究教育拠点の形成には、計算科学研究機構（仮称）を中心に、戦略分野を推進

する戦略機関、共用施設としての利用を支援するための登録機関との協働に加え、スーパーコ

ンピューティングに関わる全てのコミュニティが協力することが不可欠である。 

 この新しい拠点が計算科学・計算機科学の研究・教育の中核として機能し、各機関・研究者・

教育者の連携を図り、我が国全体の研究を牽引する大きな力となることを望むものである。 

 以上の認識の下、このシンポジウムでは「スーパーコンピューティング研究教育の拠点の形

成」に関して、以下のような取組を積極的に展開すべきである旨提言する。 

 

一．分野融合、分野連携の促進 

超並列スーパーコンピュータシステムを駆使し、計算科学によって未踏分野を開拓するには、

バックグラウンドの異なる計算科学者間の連携、加えて、計算科学者、計算機科学者及び数理

科学者が分野の壁を越えて身近に自由に議論できる環境の下、一緒に取り組む価値と利益を共

有することの重要性を見出すことが必要である。また、こうした環境の下、挑戦的な目標を定

めて、それらを解決することを通じて関係各者が積極的に交わり、相乗効果を生み出すような

具体的な連携施策に取り組むべきである。 

 

一．拠点における人材育成 

最先端の研究現場における課題は、もはや単一の分野の知見では解決することが困難となっ

てきており、その意味で、研究者には確固とした専門分野に加えて、幅広い知見が求められて

いる。 

神戸の拠点においては、国内外の優秀な研究者や異分野の計算科学者が集うという特徴を最

大限活用して、幅広い視点を持った研究者を育てることを望む。他方、神戸の拠点において全

ての人材育成ができるわけではないことを踏まえ、高等教育の拠点である大学、情報基盤セン

ター及び産業界との密接な連携・協力を求める。 

 

一．協調体制の構築と牽引役 

我が国の中核拠点である神戸の拠点を、計算科学・計算機科学の世界トップクラスの専門家

が集う国際的な連携の中心となる世界拠点に育てていく必要がある。また、これまで計算科学、

計算機科学の発展及び人材育成を先導してきた大学、研究機関及び産業界との積極的な人材交

流や技術協力など協調体制が必要である。さらに、神戸の拠点には、関係機関・コミュニティ

の意見を集約し、今後、継続的なスーパーコンピュータの開発を含めてこの分野における牽引

役になることを期待する。 
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