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NII ESSAY

表紙イラスト
学術研究を支える情報基盤として広く利
用されてきた「SINET3」は、2011年 4
月から「SINET4」に生まれ変わりました。
新しい「SINET4」は、より速く堅牢なネッ
トワークとなり、充実したサービスを提供
しています。そして今回の東日本大震災で
は、災害に強いことも証明されました。

東
日
本
大
震
災
で

研
究
者
の
真
価
が
問
わ
れ
て
い
る
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二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
刻
も
早
く
将
来
の
生
活
へ
の
見
通
し

が
見
え
て
く
る
こ
と
を
願
い
た
い
。
私
自
身
は
直
接
被
災
し
た
わ
け
で
は
な
い

も
の
の
、
今
回
の
大
震
災
の
衝
撃
は
い
ま
だ
に
大
き
く
、
３
・
11
前
の
世
界
が

遠
い
昔
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
今
回
の
震
災
を
通
し
て
、「
自
分
は

何
の
た
め
に
研
究
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
改
め
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

地
震
活
動
期
に
入
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
日
本
で
、
今
回
の
震
災
で
得
た
新
し
い

知
見
を
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
か
。
電
力
不
足
が
長
期
化
す
る
見
通
し
の
中

で
、
研
究
で
利
用
す
る
設
備
の
電
力
消
費
を
ど
う
有
効
活
用
す
れ
ば
い
い
の
か
。

そ
し
て
私
た
ち
は
３
・
11
後
の
日
本
を
ど
の
よ
う
に
変
革
で
き
る
の
か
。
日
本

の
研
究
者
が
真
価
を
問
わ
れ
る
時
代
が
来
た
。

初
動
段
階
で
の
即
時
対
応
は
難
し
か
っ
た

　

大
震
災
発
生
当
日
、
私
は
帰
宅
困
難
者
と
し
て
外
出
先
で
一
夜
を
過
ご
し
て

い
た
。
す
で
に
情
報
の
混
乱
が
始
ま
っ
て
お
り
、
私
は
大
量
に
流
通
す
る
情
報

に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
緊
急
時
の
情
報
処
理
は
私
の
研
究
テ
ー
マ
の

一
つ
で
も
あ
る
。
そ
の
成
果
を
目
の
前
の
緊
急
事
態
に
活
か
す
た
め
に
、
即
応

態
勢
で
各
種
の
情
報
収
集
を
開
始
し
た
。
地
震
、
津
波
、
そ
し
て
原
発
事
故
。

現
実
の
世
界
は
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

結
果
的
に
痛
感
し
た
の
は
、
初
動
段
階
に
お
い
て
は
手
持
ち
の
知
識
と
手
持

ち
の
道
具
を
最
大
限
に
使
い
回
す
し
か
選
択
肢
は
な
く
、
現
実
の
進
展
に
合
わ

せ
て
知
識
を
仕
入
れ
て
道
具
を
作
る
の
で
は
現
実
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
。
今
回
の
震
災
で
得
ら
れ
た
教
訓
を
ま
と
め
、
す
ぐ
に
使
え
る
知
識

と
道
具
と
し
て
整
備
し
て
お
く
こ
と
。
次
の
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
、
こ
れ
を

や
ら
ね
ば
と
思
っ
て
い
る
。

復
興
に
向
け
て
研
究
者
の
知
恵
を
共
有
し
よ
う

　

長
期
的
な
復
興
は
こ
れ
か
ら
が
本
番
と
な
る
が
、
今
回
の
大
震
災
で
生
じ
た

問
題
は
ど
れ
も
巨
大
で
、
複
合
的
か
つ
多
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問

題
を
解
決
す
る
に
は
、
複
数
の
学
問
分
野
か
ら
研
究
者
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
専
門
性
を
活
か
し
て
知
恵
を
出
し
合
い
、
知
恵
を
共
有
し
な
が
ら
問
題
解
決

に
当
た
る
こ
と
が
重
要
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
問
題
の
巨
大
さ
か
ら
見
れ
ば
、

一
人
の
研
究
者
が
備
え
る
専
門
的
知
識
は
限
ら
れ
て
い
る
。
問
題
解
決
と
い
う

共
通
目
標
の
も
と
に
多
く
の
研
究
者
が
力
を
合
わ
せ
て
、
新
た
な
解
決
策
を
生

み
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。　

　

今
回
の
大
震
災
は
確
か
に
日
本
史
上
ま
れ
な
巨
大
自
然
災
害
で
は
あ
る
が
、

多
く
の
不
作
為
に
よ
っ
て
災
害
が
拡
大
し
た
と
い
う
面
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

不
作
為
を
繰
り
返
さ
ず
、
研
究
者
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
高
め
る
た
め
に
も
、

多
く
の
研
究
者
が
積
極
的
に
東
日
本
大
震
災
の
問
題
解
決
に
取
り
組
ん
で
欲
し

い
と
願
っ
て
い
る
。


