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「並列処理の基礎」内容

• 並列処理とは？

• 並列処理の必要性

• 各種並列化手法

• 通信・同期

• 並列化効率とアムダールの法則

• 負荷バランス
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並列処理とは？
• 「１つの問題を何らかの方法で分割し、複数の計算リソース

に割り当てることによって性能・規模等を向上させること」
– 「１つの問題」を解く⇒多重処理とは違う

– 「問題の分割」（並列化）⇒処理効率が高くなるように分割

– 「向上」するもの⇒速度だけでなく、問題規模の増大、精度の向上等
いろいろなメトリックがある

• parallel processing v.s. concurrent processing
– 部分問題（並列化）されたものを「見かけ上同時実行」すること

⇒concurrent processing(並行処理)
– 部分問題を「物理的に同時実行」

⇒parallel processing(並列処理)

• 並列処理に供されるリソース
– CPU, memory, disk, network等、あらゆる計算リソースが並列化に

貢献し得る

– 複数のCPUに並列に割り当てられる処理単位を以後「並列プロセス」
と定義



4

高性能計算と並列処理
• 数値シミュレーション等の科学技術計算、大量のデータ処理等において、

問題規模の拡大要求は日増しに高まっている

• 問題規模を増大した時の処理量は多くの場合O(N)の増加では済まない

– ３次元流体計算（気象予報等）
空間の1次元をN点に分割して数値シミュレーションすると、3次元問題の演
算量はO(N^3)。

– 行列計算（連立一次方程式）
直接法（消去法）で処理するとN変数の連立一次方程式解法の計算量は
O(N^3)。

– web上で処理されるデータ量はコンテンツの増大に伴い飛躍的に増えている。
N個のファイル中のキーワードの相関係数の処理量はO(N^2)。

• 計算機の性能とデータ容量はいくら大きくても「大き過ぎる」ことはない
⇒大規模計算処理はもはや並列処理なしには成り立たない

• 大容量計算、大容量データ、大容量通信等の要求に対し、計算リソース
を適切にマッピングし、効率的な並列処理を行う技術が必須になってい
る



5

計算性能・データ容量の限界
• 半導体の集積度は1.5年で約2

倍になる
⇒ムーアの法則

• もしIC上のトランジスタ数の増
加を演算性能に転換できれば、
「プロセッサの性能は1.5年で
約2倍になる」と読み替えられる。

• 右図：Intelプロセッサのトランジ
スタ数の伸び

• キャッシュ、メモリ等の容量の
伸びもほぼこれに従う

• しかし、これだけでは爆発する
性能向上要求に対応できない
（ムーアの法則に従うプロセッ
サ単体の性能向上も限界に近
づいている）

⇒（超）並列化

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Moore_Law_diagram_%282004%29.jpg�
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TOP500リスト（～ピーク演算性能）
http://www.top500.org

#1マシンの性能

#500マシンの性能

#1～#500の性能の総和

単体性能⇒並列性能へ
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並列化手法
• 問題の並列化には様々な切り口がある

– １つの問題を分割
（例）domain decomposition：問題を空間領域で切り分け、各部の処
理を並列プロセスとする

– 全体の処理を分割
（例）parameter search：同じプログラムを多数の異なる入力パラメー
タで実行して統計値を得る
⇒１セットのパラメータを１つのプロセスで行い、それを管理・統合す
るプロセスを置く

• 並列化方法のいろいろ
– EP (Embarassingly Parallel）：並列化が自明なもの（parameter 

search等）、並列処理単位間の独立性が保証されている

– data parallel：処理対象のデータを分割（domain decomposion等）

– pipeline：流れ作業の中の各部分作業を並列リソースに割り当て

– master/worker：処理すべきプロセスのプールを複数のワーカーに順
次割り当て
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EPの例

• モンテカルロ・シミュレーション

– 多数のケースをランダムパラメータによって試行し、それぞれの結果
を統計処理して最終的な結果を求める

– 例：1/4単位円を用いたπの計算

– 各(x,y)対に対する単位円内点かどうかの判定は完全に独立に処理
可能⇒独立処理（完全並列化）が可能

– 一番最後にCの総和を求めればよい

をランダムに生成し、対（個の )10,10),( ≤≤≤≤ yxyxN
に近づく。はとすると、を満たす組の数を π

4
1122

N
CCyx <+

C/N
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データ並列の例

• domain decomposition
– 空間に一様な計算点が分布しており、
これを適当な軸で分割し、並列処理

– EP的な処理になる場合もあるが、一

般的に隣接点等で何らかの
interactionが必要になる場合が多い

– 例：
for(t=0; t < T; t++){

for(i=0; i < N; i++)
a[i] = b[i-1] + 2*b[i] + b[i+1];

for(i=0; i < N; i++)
b[i] = a[i];

}

問題空間

並列処理単位

b[…] の部分で自分 (i) 以外
のインデックスが出てくる
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domain decomposition（続き）

for(t=0; t < T; t++){
for(i=0; i < N; i++)

a(i) = b(i-1) + 2*b(i) + b(i+1); // 更新時に通信あり
for(i=0; i < N; i++)

b(i) = a(i);                                 // 更新時に通信なし

}

....    b(5)    b(6)    b(7)    b(8)    b(9)    ....

....    a(5)    a(6)    a(7)    a(8)    a(9)    ....

並列処理単位の切れ目

時間発展
t

プロセッサ j プロセッサ j+1
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パイプライン並列

• 一連の処理が流れ作業で進む場合、各ステージの処理にリ
ソースを割り当て、全体を並列に処理

• ベクトル処理の例
for(i=0; i < N; i++){

a[i]=b[i] * c[i] + s * d[i];
}

乗算

b[i]を連続
読み込み

c[i]を連続
読み込み

乗算

ｄ[i]を連続
読み込み s(スカラー)

加算

a[i]に連続
書き込み



12

master/worker型並列処理

• １つのmasterプロセスと複数のworkerプロセスがあり、masterが多数の
独立な処理の「プール」を持つ（処理数>>worker数）

• masterはプールから処理すべき問題を取り出し、全workerに１つずつ与
える

• workerは与えられた処理を行い、終了したら結果をmasterに返し、次の
処理を割り当ててもらう

master::                                             worker::
// give a job to each worker               while(1){
while(1){                                                // receive a job from master

// receive a worker’s result                // process the job
// give the next job to that worker      // send the result to master

}                                                          }
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master/worker（続き）
• 特に各処理の重さが異なり、負荷分散が難しい場合に有効

• 各処理は基本的にEPである必要がある

．．．

master

worker#1

worker#2

worker#3

worker#N

．
．
．

．
．
．job pool (EP)⇒バラつきがある

job割り当て／
結果回収
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並列処理における通信と同期

• 各並列プロセスは何らかの関係を互いに持ち、情報を交換する必要があ
る

• 逐次処理では本来必要のない処理が追加される
例）domain decompositionの例での境界部分のデータ参照

• 通信(communication)が引き起こす演算性能への影響

– 通信そのものにかかる正味時間：
逐次処理では存在しなかったオーバヘッドを引き起こす

– 通信待ち（同期:synchronization）によって生じる処理の停滞：
負荷不均衡（load imbalance）によって生じる、無駄な待ち時間。各プロセス
内の処理が他のプロセスからのデータ待ちで停止

• 効率的な並列処理を行うためには、通信と同期のオーバヘッドを最小限
に食い止める必要がある
（並列処理効率の単元で後述）



通信・同期待ち（最小オーバーヘッド）

15

Proc-A

computation

send data to proc-B
& receive data from proc-B

computation

… … …

Proc-B

computation

send data to proc-A
& receive data from proc-A

computation

… … …

Proc-A, Proc-B でほぼ同時に通信が始まると、通信に必要な
物理的なオーバーヘッドだけで済む



通信・同期待ち（オーバーヘッド大）

16

Proc-A

computation

send data to proc-B

（待たされる）

& receive data from proc-B

computation

… … …

Proc-B

computation

（長時間）

send data to proc-A
& receive data from proc-A

computation

… … …

Proc-A, Proc-B の（内部）処理時間に偏りがあると、片方が長時間
待たされてしまう
⇒ その後の処理に支障をきたす



17

並列処理における通信の形とコスト

• 並列処理アーキテクチャの様式に依存

– 分散メモリ型アーキテクチャ：
各プロセスは互いに明示的にデータを交換（送受信）し合う
⇒message passing (send, receive, ...)

– 共有メモリ型アーキテクチャ：
各プロセスは共有するメモリへのデータの読み書きで通信し合う
⇒shared memory access (write read, ...)

• 通信のコスト

– message passing の場合、通信ペア同士がネットワーク上でどのような位置
にいるかが重要
⇒「近接な通信」（物理的に近距離にいるプロセッサ同士の通信）は低コスト、
かつシステム全体の通信性能に与えるインパクトが小さい

– shared memory accessの場合、通信ペア同士とメモリの物理的な位置（必
ずしも全てのメモリがプロセッサから等距離にあるとは限らない）が重要

– いずれの場合も、底辺にあるハードウェアの性能に左右される
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同期処理のコスト

• 同期のオーバヘッド（分散メモリの場合）

– 並列計算機を構成するネットワークの形状と同期処理のアルゴリズ
ムに強く依存

– システムの規模（並列プロセッサ台数）に強く依存

• 同期のオーバヘッド（共有メモリの場合）

– 共有メモリアクセスにおける同期処理がハードウェアでサポートされ
ているかどうか（ロック機構等）

– 同期に関わる並列プロセス数に強く依存
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並列処理の性能メトリック

• 並列処理の目的は速度、問題規模(メモリ＆ディスク）、精度等様々だが、
最も本質的なのは速度向上

• 並列処理を行った結果、当然総演算処理時間が短縮されることが期待さ
れる．．．が、

• 実際の速度が思ったほど上がらないことがしばしば起こる

• 特にシステム規模（プロセッサ数）の増大が性能に結びつかない場合が
大きな問題となる
⇒並列処理のscalability（拡張性）

• 並列処理による性能向上を正しく測定するメトリックが必要

• 並列度（degree of parallelism）の定義

– 問題の持つ並列度：問題の中に並列処理可能部分がどれくらいあるか（並列
性とも呼ぶ）

– システムの持つ並列度：システムの並列リソース数（一般的にはプロセッサ
数）
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並列処理システムの性能指標（１）
• 速度向上率

– 1プロセッサで実行した時の時間をTとする。

– pプロセッサで実行した時の時間をT(p)とする。

– s(p)=T/T(p)
s(p)を「プロセッサ台数p台の速度向上率」と呼ぶ。s(p)が1以上であれば速度が
上がったことになる。

– 理想的にはs(p)=p （p台のプロセッサを投入した結果、p倍の速度が得られた）

プロセッサ台数p

s(p)

s(p)=pが理想
⇒ linear speed-up

pの増加に従いsaturation
する（多くの場合）

これでも十分（性能が単調増加）
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並列処理システムの性能指標（２）
• 並列化効率

– 速度向上率s(p)はpに依存するので指標として不便

– 「s(p)=pが理想的」ということに着目し、実際にはそれがどれくらい達成でき
たかを「効率」として考える

– e(p)=s(p)/p
e(p)はpに寄らず、1に近いほど理想的（通常は1以下）

e(p)

e(p)=1が理想
⇒ linear speed-up

pの増加に従いsaturation
する（多くの場合）

これでも十分
（効率が低下しない）

プロセッサ台数p

1
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アムダールの法則と並列処理効率
• アムダールの法則

– 「処理効率はそれを構成する個々の要素の平均効率で決まるのではなく、一部の非効
率部分によって律速される」

• 並列処理におけるアムダールの法則

– 逐次処理における実行時間Tが並列処理可能部分TPと並列処理不可能部分（逐次処
理のみ可能）TSから成ると仮定

T=TP+TS
– TP部分について、p台のプロセッサで理想的な並列化ができるとすると、pプロセッサ

投入時の実行時間T(p)は
T(p)=TS+TP/p

– プロセッサ台数pを無限大にすると
T(p, limit p→∞) = TS

この時
e(p) = T(p) / p = TS / p  (p→∞) = 0

従って、

プロセッサ台数pをいくら増大しても、TS部分が律速が存在する限り
並列処理効率の極限値は常に0になってしまう
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Scalableな問題

• 実際、どんな問題にも必ずTSは存在し、並列化におけるscalabilityには
限界がある

• 「大規模並列」「超並列」は無意味か？
⇒TSが無視できるぐらいTPの大きな問題を想定すればよい
⇒scalable(拡張性のある）問題

• 大規模科学技術計算の多くがscalableな問題
ただし、TSが問題規模またはシステム規模(p)に応じて増大しないよう注
意が必要

• 実問題上で、それがシステム規模に応じてscaleしているかどうかを見極
めるための新しいメトリックが必要
⇒並列処理の粒度（granularity）
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並列処理の粒度（granularity）

• 並列処理性能を低下させる最大要因は通信と同期のオーバヘッド

– 逐次処理にはなかった余計な時間が発生

– 同期により演算も通信もしていない待ち時間が発生

• 一定時間、通信も演算も発生しない状況は逐次処理を行っているのと透
過である
⇒この時間が長いほど処理効率が高い

• 通信・同期を伴わない処理部分の相対的評価

– この部分が長い⇒「粒度が粗い、粗粒度」(coarse grain)
– この部分が短い⇒「粒度が細かい、細粒度」(fine grain)

• 一般に、問題規模を固定のままシステムの並列度を上げると、並列処理
の粒度が細かくなる
⇒問題がscalableでない
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domain decompositionの例

• 各プロセスは2点分の要素を処理

• 隣接プロセスに対し2点分のデータを送り、2点分のデータを受け取る

....    b(5)    b(6)    b(7)    b(8)    b(9)    ....

....    a(5)    a(6)    a(7)    a(8)    a(9)    ....

• 各プロセスは1点分の要素を処理

• 隣接プロセスに対し2点分のデータを送り、2点分のデータを受け取る

....    b(5)    b(6)    b(7)    b(8)    b(9)    ....

....    a(5)    a(6)    a(7)    a(8)    a(9)    ....

粗粒度並列処理

細粒度並列処理
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並列処理性能に対するsensitivity
• システム並列度を上げた場合、それに応じて問題規模を大きくすれば粒

度を下げずに済む
⇒ weak scaling ⇔ strong scaling （一定サイズ問題を高速化）

• 粒度の概念は相対的なものなので、各アプリケーションにおいてこれを
計る尺度を設けておくべき
⇒例えば通信の前後に計時機能を組み込む等

• システム並列度を上げた場合、常に並列処理効率を観測し、リソースの
有効利用に注意を払うことが望ましい

• 性能ボトルネックの最も大きな要因が通信と同期のオーバヘッド、すなわ
ち処理の細粒度化

• アプリケーション自体が本質的に細粒度である可能性があるが、これは
アルゴリズムの修正、プログラミングの工夫等で対応しなければならない

• 粒度を上げるために、従来と異なる通信パターンが発生してしまうような
場合は注意が必要
⇒システムの通信・同期性能自体が変わってしまう
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負荷バランスと並列処理効率

• 負荷バランス：各並列プロセスに与えられる処理の量は均一
であることが望ましい
例）一斉同期を取る場合にボトルネックとなるプロセスが生じ
ると処理が停止する

• 均質なデータに対する単純なデータ並列では、基本的に負
荷バランスは暗黙のうちに保たれる

• 負荷バランス問題が生じる場合
– 不均質なdomainに対する分割

– parameter searchにおいて個々の処理量がparameterに依存する
場合

– 問題空間が一様でなく、「境界」「内点」等が存在する場合
（例：周期境界条件でない問題）
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負荷バランスを考慮した問題分割

• domain decompositionでは、問題空間をなるべく粗く分割
（隣接点を１つのプロセスに閉じ込める）することが理想

• 問題空間が不均質な場合、この方針では負荷バランスが崩
れることがある

• 問題空間の形状を無視し、並列プロセス間の処理量が均等
になるよう分割を変更することも必要
⇒ただし通信が近接でなくなることがあるので要注意！
⇒さらに処理粒度が低下する可能性もある



29

具体例：cut-off付きMD
• MD (Molecular Dynamics)等の実例

– n次元空間上にP個の粒子があり、粒子間力の相
互作用をシミュレーションする

– クーロン力のようななだらかなポテンシャルでは
なく、距離に応じて急激に縮小するポテンシャル
（井戸型等）を持つため、力の影響する空間範囲
にcut-off半径が存在する

• 「全対全」のinteractionではないため、通信コス
トを削減するためにデータ交換（通信）範囲を
cut-off半径内の粒子（を持つプロセッサ）に限定
したい
– 空間をdomain decompositionし、プロセスに割り

当てられた部分空間（cell）内の粒子を処理対象
とする
⇒cellサイズをcut-off半径以上にすれば、隣接
cellを受け持つプロセスとのみ通信すればよい
（cell mapping method）

注目する粒子

cut-off半径
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cut-off付きMD（続き）
• 粒子は他の粒子との力の相互作用により時

間と共に移動するので、右図のように特定cell
に固まる可能性がある

• cell単位で並列プロセスにマッピングすると負
荷バランスが崩れる

• 負荷バランスを保つには、プロセス内の粒子
数（cell数ではなく）をなるべく均一にする必要
がある

• 方法

– 1) 粒子数/cellの密度に応じ、プロセスに割り当
てるcell数を一定時間毎に再調整する

– 2) cell数がプロセス数より遥かに多い場合、
cellをblockでプロセスにマップせず、cyclicに
マップする

– 3) cellマッピングを諦め、粒子単位での管理を
行う

計算負荷の
重いcell

計算負荷の
軽いcell
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cut-off付きMD（続き）
• 方法1)

cellとプロセスの割り当てを変更するには大量のデータを頻繁に移動しな
ければならない。また、cell間の通信は隣接するとは限らない（非定型形
状）。

• 方法2)
cyclic分割により比較的負荷分散が容易にできる。ただし、隣接cellが隣
接プロセスにマップされなくなるため、通信距離が長くなる。

• 方法3)
cell法を捨てるため、通信相手プロセスがどこにいるかを、毎回テーブル
（粒子とプロセスの関係管理）引きによって求め、かつ通信距離も長くな
る。

⇒決定的な方法はない

• 問題の特性（粒子の固まり易さ、ポテンシャルの性質等）に依存するため、
一般解はない

• 極端な負荷非均衡が生じている場合、通信コストを犠牲にしても負荷バ
ランスを保つ価値があるかもしれない
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まとめ

• 大規模科学技術計算における並列処理の重
要性

• 並列処理の典型的な手法、並列化方法

• 並列処理効率の概念

• アムダールの法則

• 並列処理のscalabilityと処理粒度の関係

• 負荷分散問題



課題
1. 並列処理性能とその効率について以下の設問に答えよ。

ある処理を１台のプロセッサで実行した時、T1 [sec]で終了する。この処理が完全並列化可
能（逐次部分は無視できる）である時、p台のプロセッサでの実行を考える。この処理は完
全並列化は可能であるが、p台のプロセッサで並列処理する際、Tcomm(p) [sec]だけの通
信時間がオーバヘッドとして発生するとする（通信時間はpの関数である）。

(1) この問題をp台のプロセッサで処理する際の速度向上率s(p)と、並列化効率e(p)を式で
表せ。

(2) Tcomm(p)がpに比例し、Tcomm(p)=αpと表せたとする。並列化効率を80%以上に保つ
には、αはどのような値でなければならないか。T1とpを用いて表せ。

(3) 通信時間を決定するファクタであるαの条件について、T1を問題規模、pを並列度と捉え、
論ぜよ。

2. ３次元の物理問題領域のサイズがN3であるとする。これをn3台のプロセッサでdomain 
decompositionにより並列処理する。この時、問題領域を特定の1つの次元方向でのみ分
割する方法（スライス状分割）と、3つの次元全てに渡って分割する方法（サイコロ状分割）
が考えられる。講義資料25ページにあるように、全要素の値を更新する際、互いに隣合う
要素の値を参照するとする（ただし資料では1次元空間だがここでは3次元空間とする）。計
算量と通信量の観点から、スライス状分割とサイコロ状分割のどちらが一般的に有利であ
るか論ぜよ。
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