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■対象製品

●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※ 1，Windows 

Server 2003 R2（x64）※ 1，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※ 1，Windows Server 

2008 R2※ 1

P-2443-7B84  uCosminexus Application Server Standard-R  08-70
P-2443-7D84  uCosminexus Application Server Standard  08-70
P-2443-7K84  uCosminexus Application Server Enterprise  08-70
P-2443-7M84  uCosminexus Web Redirector  08-70

P-2443-7S84  uCosminexus Service Platform  08-70※ 2

●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP，Windows 7

（32bit），Windows 7（x64）※ 1

P-2443-7E84  uCosminexus Developer Standard  08-70
P-2443-7F84  uCosminexus Developer Professional  08-70

P-2443-7T84  uCosminexus Service Architect  08-70※ 2

●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）※ 1，Windows 

Server 2003 R2（x64）※ 1，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2008 x64※ 1，Windows Server 

2008 R2※ 1，Windows Vista，Windows XP，Windows 7（32bit），Windows 7（x64）※ 1

P-2443-7H84  uCosminexus Client  08-70
●適用 OS：Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Server 2008 x64，
Windows Server 2008 R2
P-2943-7B84  uCosminexus Application Server Standard-R  08-70
P-2943-7D84  uCosminexus Application Server Standard  08-70
P-2943-7K84  uCosminexus Application Server Enterprise  08-70

P-2943-7S84  uCosminexus Service Platform  08-70※ 2

●適用 OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1

P-1M43-7D81  uCosminexus Application Server Standard  08-70※ 2

P-1M43-7K81  uCosminexus Application Server Enterprise  08-70※ 2

P-1M43-7S81  uCosminexus Service Platform  08-70※ 2

●適用 OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）
P-1J43-7D81  uCosminexus Application Server Standard  08-70
P-1J43-7K81  uCosminexus Application Server Enterprise  08-70

P-1J43-7S81  uCosminexus Service Platform  08-70※ 2

●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat 
Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat 
Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64），Red Hat 
Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）

P-9S43-7B81  uCosminexus Application Server Standard-R  08-70※ 2

P-9S43-7D81  uCosminexus Application Server Standard  08-70※ 2

P-9S43-7K81  uCosminexus Application Server Enterprise  08-70※ 2

P-9S43-7M81  uCosminexus Web Redirector  08-70※ 2

P-9S43-7S81  uCosminexus Service Platform  08-70※ 2



注※ 1　WOW64（Windows On Windows 64）環境だけで使用できます。
注※ 2　この製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リ
リースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご
確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標類

AIXは，米国およびその他の国における International Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国における International Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国 Borland Software Corporationの米国およびその他の国
における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様による ORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
J2EEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商
標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商
標です。
JBoss および Hibernate は，Red Hat, Inc.の登録商標です。
JDBCは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商
標です。
JDKは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商
標です。
JSPは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標
です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Internet Information Servicesは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，
Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標また
は商標です。
Oracle及び Oracle 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における
登録商標または商標です。
Oracle及び Oracle8iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登
録商標または商標です。
Oracle及び Oracle9iは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登



録商標または商標です。
Oracle及び Oracle Database 10gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の
国における登録商標または商標です。
Oracle及び Oracle Database 11gは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の
国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または
商標です。
すべての SPARC商標は，米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国
およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国 Sun 
Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
SQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標
です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録
商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc.により構築され
た開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

■マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名 表記

Microsoft(R) Cluster Service Microsoft Cluster Service

Microsoft(R) Internet Information Services 6.0 Microsoft IIS 6.0 Microsoft IIS

Microsoft(R) Internet Information Services 7.0 Microsoft IIS 7.0

Microsoft(R) Internet Information Services 7.5 Microsoft IIS 7.5

Microsoft(R) SQL Server 2000 SQL Server 2000 SQL Server

Microsoft(R) SQL Server 2005 SQL Server 2005

Microsoft(R) SQL Server 2008 SQL Server 2008

Microsoft(R) SQL Server 2000 Driver for JDBC SQL Server 2000 
Driver for JDBC

SQL Serverの JDBCドラ
イバ

Microsoft(R) SQL Server 2005 JDBC Driver SQL Server 2005 
JDBC Driver

Microsoft(R) SQL Server JDBC Driver 2.0 SQL Server JDBC 
Driver

Microsoft(R) SQL Server JDBC Driver 3.0



Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（32bit） Windows 7（32bit） Windows 7 Windows

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
（32bit）

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（32bit）

Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise（x64） Windows 7（x64）

Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional（x64）

Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，
Enterprise Edition 日本語版

Windows Server 
2003 Enterprise 
Edition

Windows 
Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，
Standard Edition 日本語版

Windows Server 
2003 Standard 
Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Enterprise Edition 日本語版

Windows Server 
2003 R2 Enterprise 
Edition

Windows 
Server 2003 
R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Standard Edition 日本語版

Windows Server 
2003 R2 Standard 
Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，
Enterprise x64 Edition 日本語版

Windows Server 
2003 Enterprise x64 
Edition

Windows 
Server 2003
（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，
Standard x64 Edition 日本語版

Windows Server 
2003 Standard x64 
Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Enterprise x64 Edition 日本語版

Windows Server 
2003 R2 Enterprise 
x64 Edition

Windows 
Server 2003 
R2（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Standard x64 Edition 日本語版

Windows Server 
2003 R2 Standard 
x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 
Enterprise 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 x86

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 
32-bit日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 
Enterprise 日本語版

Windows Server 2008 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 
日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 
Enterprise 日本語版

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 
Standard 日本語版

製品名 表記



■発行

2011年 7月 3020-3-U03-60

■著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business Windows Vista 
Business

Windows 
Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise Windows Vista 
Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate Windows Vista 
Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 
Operating System

Windows XP

Windows Server(R) Failover Cluster Windows Server Failover Cluster

製品名 表記



変更内容

変更内容（3020-3-U03-60）uCosminexus Application Server Enterprise 08-70，uCosminexus 
Application Server Standard 08-70，uCosminexus Application Server Standard-R 08-70，
uCosminexus Client 08-70，uCosminexus Developer Professional 08-70，uCosminexus 
Developer Standard 08-70，uCosminexus Service Architect 08-70，uCosminexus Service 
Platform 08-70，uCosminexus Web Redirector 08-70

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3020-3-U03-40）uCosminexus Application Server Enterprise 08-53，uCosminexus 
Application Server Standard 08-53，uCosminexus Application Server Standard-R 08-53，
uCosminexus Client 08-53，uCosminexus Developer Professional 08-53，uCosminexus 

追加・変更内容 変更個所

J2EEサーバおよびバッチサーバのファイルディスクリプタ数の見積もり
の計算式を変更した。

5.2.1，6.2.1

パラレルコピーガーベージコレクションを実行できるようにした。 5.2.1，6.2.1，7.1.1，
7.1.2，7.2

運用監視エージェントが使用するリソースの見積もりの計算式を変更した。 5.2.2

パラレルコピーガーベージコレクションを実行する場合，明示管理ヒープ
機能は使用できないことを追加した。

7.1.1

HTTPセッションで利用する Explicitヒープの省メモリ化機能についての
説明を追加した。

7.10.3

運用管理ポータルで Hitachi Web Serverのディレクティブが設定できる機
能の追加に伴い，次のチューニングパラメタに運用管理ポータルを使用し
た設定方法の説明を追加した。
• Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびク
ライアントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ

• 静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分けるための
チューニングパラメタ

付録 C.4，付録 C.5

次の製品の適用 OSに AIX，HP-UX（IPF）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Service Platform

－

次の製品の適用 OSに Red Hat Enterprise Linux Server 6（32-bit x86），
Red Hat Enterprise Linux Server 6（64-bit x86_64）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Standard-R
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector

－



Developer Standard 08-53，uCosminexus Service Architect 08-53，uCosminexus Service 
Platform 08-53，uCosminexus Web Redirector 08-53

変更内容（3020-3-U03-20）uCosminexus Application Server Enterprise 08-50，uCosminexus 
Application Server Standard 08-50，uCosminexus Client 08-50，uCosminexus Developer 
Professional 08-50，uCosminexus Developer Standard 08-50，uCosminexus Service Architect 
08-50，uCosminexus Service Platform 08-50，uCosminexus Web Redirector 08-50

追加・変更内容

JavaMailで使用できるサービスプロバイダに関する説明を変更した。

アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号に仮想サーバマネージャの説明
を追加した。

J2EEアプリケーションを実行するシステムで使用するリソース，および仮想メモリ使用量の見積もり方
法を変更した。

TP1インバウンド連携機能を使用する場合に加算するスレッド数，およびファイルディスクリプタ数の
計算式を変更した。

バッチアプリケーションを実行するシステムで使用するリソース，および仮想メモリ使用量の見積もり
方法を変更した。

JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVMオプションの注意事項に，
-XX:+HitachiOutOfMemoryAbort（OutOfMemory発生時強制終了機能），および
-XX:+HitachiOutOfMemoryHandling（OutOfMemoryハンドリング機能）の説明を追加した。

Explicitヒープのメモリサイズの見積もりに関する説明を変更した。

HTTPセッションに関する次の用語について，用語解説を変更・追加した。
• HTTPセッションに格納するオブジェクト 
• HTTPセッション
• HTTPセッション管理用オブジェクト
• HTTPセッションに関するオブジェクト

HiRDB Version 9に対応した。

SQL Server 2008に対応した。これに伴い，使用できる JDBCドライバに SQL Server JDBC Driver 
2.0，および SQL Server JDBC Driver 3.0を追加した。

Microsoft Internet Information Services 7.0およびMicrosoft Internet Information Services 7.5に対応
した。

対象製品として uCosminexus Application Server Standard-Rを追加した。

次の製品の適用 OSから AIX，HP-UX，Linux（IPF）を削除した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Service Platform

追加・変更内容

JP1 Version 9に対応した。また，JP1 Version 7は非サポートとなったため削除した。

Cosminexus JMSプロバイダの機能を追加した。

OpenTP1からアプリケーションサーバを呼び出す機能（TP1インバウンド連携機能）を追加した。



ホスト単位管理モデルを対象とした系切り替え構成を追加した。

明示管理ヒープ機能を使用した Explicitヒープ領域の利用に関する説明を追加した。

自動配置設定ファイルを使用して明示管理ヒープ機能を利用する方法について説明を追加した。

JavaVMメモリ空間のサイズや割合などを指定する JavaVMオプションに
-XX:+HitachiAutoExplicitMemoryオプションを追加した。

コピーガーベージコレクション，およびフルガーベージコレクションが発生するタイミングに関する説
明を変更した。

フルガーベージコレクション発生を抑止するためのチューニングに関する説明を変更した。

Permanent領域の使用量の見積もり方法に，Service Platformおよび Service Architectを使用する場合
の説明を追加した。

稼働情報の見積もりに関する説明を追加した。

Explicitヒープの最大サイズを変更した。

コネクションプールに関する説明を変更した。

次の製品の適用 OSにWindows Server 2008 R2を追加した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Web Redirector
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Client

次の製品の適用 OSから Solarisを削除した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise

次の製品の適用 OSにWindows 7を追加した。
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Service Architect
• uCosminexus Client

追加・変更内容





はじめに

このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）のアプリケーションサーバを使用して構築
するシステムの設計について説明したものです。
アプリケーションサーバでは，次に示すプログラムプロダクトを使用してシステムを構築，運
用します。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Standard-R
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Service Architect
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector

このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち，次に示す構
成ソフトウェアについて説明しています。
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Component Container - Client
• Cosminexus Component Container - Redirector
• Cosminexus Component Transaction Monitor
• Cosminexus Developer's Kit for Java
• Cosminexus Performance Tracer
• Cosminexus Server Plug-in
• Cosminexus TPBroker

なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。

■対象読者
このマニュアルは，アプリケーションサーバを使ったシステムを設計する方を対象としていま
す。
次の内容を理解されていることを前提としています。
• Windowsまたはご使用の UNIXのシステム設計，構築および運用に関する知識
• Java EEに関する知識
• SQLおよびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識
• CORBAに関する基本的な知識

JP1連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• JP1の統合管理，ジョブ管理，ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的
な知識
I



はじめに
Microsoft Cluster Service連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提と
します。
• Microsoft Cluster Serviceを使用したクラスタ構成に関する基本的な知識

Windows Server Failover Clusterを使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提と
します。
• Windows Server Failover Clusterを使用したクラスタ構成に関する基本的な知識

HAモニタ連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• HAモニタを使用したクラスタ構成に関する基本的な知識

■ご利用製品ごとの用語の読み替えについて
ご利用の製品によっては，マニュアルで使用している用語を，ご利用の製品名に読み替える必
要があります。
次の表に従って，マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

注※ 1　テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。
注※ 2　uCosminexus Developer Standardと Application Serverには一部機能差があります。
機能差については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発
ガイド」の「付録 D　Developer Standard使用時の注意事項」を参照してください。

■図中で使用している記号
このマニュアルの図中で使用する記号について次に示します。

ご利用の製品名 マニュアルで使用している用語

uCosminexus Application Server Standard-R Application Server

uCosminexus Developer Professional※ 1 Application Serverおよび Application Server 
Enterprise

uCosminexus Developer Standard※ 1，※ 2 Application Server

uCosminexus Service Architect※ 1 Application Serverおよび Application Server 
Enterprise

uCosminexus Service Platform
II



はじめに
■計算式で使用している記号
このマニュアルの計算式で使用する記号について次に示します。

記号 意味

↑計算式↑ 計算式の答えの小数点以下を切り上げることを示します。

↓計算式↓ 計算式の答えの小数点以下を切り捨てることを示します。
III





目次目次目次目次
1 アプリケーションサーバのシステム設計の目的と流れ 1

1.1　アプリケーションサーバのシステム設計の目的 2

1.2　システム設計の流れ 3

1.2.1　オンライン処理を実行するアプリケーション（J2EEアプリケーション）の場合 3
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1　 アプリケーションサーバの
システム設計の目的と流れ
この章では，Cosminexusアプリケーションサーバのシステム
設計の目的と，検討する必要がある項目について説明します。
また，アプリケーションサーバのシステム設計の流れについて
も説明します。

1.1　アプリケーションサーバのシステム設計の目的

1.2　システム設計の流れ
1



1.　アプリケーションサーバのシステム設計の目的と流れ
1.1　アプリケーションサーバのシステム設計の
目的

Cosminexusのアプリケーションサーバは，Javaや CORBAなどの業界標準に準拠した
アプリケーションの実行環境である，アプリケーションサーバを構築する製品です。ア
プリケーションサーバは，業務システムの構築基盤として位置づけられます。

業務システムには，次のような要件が求められます。

●信頼性と可用性の高いシステムの実現
業務システムを止めることなく安定稼働させるために，信頼性と可用性を確保したシ
ステムであることが必要です。

●セキュリティの確保
システムを管理または運用するユーザがシステムを構築・運用していく過程や，シス
テムが提供するサービスをエンドユーザが利用していく過程で，システムにはセキュ
リティ上のさまざまな脅威が想定されます。脅威からシステムを守るには，システム
を物理的に安全な構成に設計したり，作業者の運用ルールを定めたりするなどの対策
を実施する必要があります。

●優れた処理性能の実現
Webクライアントなどの多数のクライアントからの処理要求や，EJBクライアントな
どの業務のバックシステムでのミッションクリティカルな処理要求などに，迅速かつ
確実に対応するレスポンスが求められます。

これらの要件を満たすシステムを構築するためには，システム構築を始める前にシステ
ムの目的や特徴を分析したり，システムで使用するリソースを見積もったりするなど，
最適なシステム構成を検討する必要があります。また，システムの運用を開始する前に，
セキュリティを確保するための手順を整備したり，実際に想定される運用時の状態で動
作確認およびチューニングを実施したりする必要があります。

アプリケーションサーバのシステム設計は，これらの作業を通して，アプリケーション
サーバ上で動作する業務システムを，最適な状態で運用できるようにすることを目的と
します。このマニュアルでは，アプリケーションサーバのシステムを設計する場合に検
討，考慮する必要がある項目として，次の項目について説明します。

●システム構成の検討方法

●セキュアなシステムの検討方法

●パフォーマンスチューニングの実施方法
2



1.　アプリケーションサーバのシステム設計の目的と流れ
1.2　システム設計の流れ
アプリケーションサーバのシステム設計の流れについて説明します。

システム設計で考慮することは，そのシステムで実行するアプリケーションが，オンラ
イン処理を実行するアプリケーション（J2EEアプリケーション）か，バッチ処理を実行
するアプリケーション（バッチアプリケーション）かによって異なります。

それぞれのシステム設計の流れを示します。

1.2.1　オンライン処理を実行するアプリケーション（J2EE
アプリケーション）の場合

システム設計は，次の図に示す流れで実行します。

図 1-1　システムの設計の流れ（J2EEアプリケーションを実行する場合）

注※
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1.　アプリケーションサーバのシステム設計の目的と流れ
それぞれの参照先については，次の表に示した個所を参照してください。

1.2.2　バッチ処理を実行するアプリケーション（バッチアプ
リケーション）の場合

システム設計は，次の図に示す流れで実行します。

図 1-2　システムの設計の流れ（バッチアプリケーションを実行する場合）

システムの設計 参照先マニュアル 参照個所

システム設計の準備 このマニュアル 2章

システム構成の検討 3章

セキュアなシステムの検討 10章

リソースの見積もり 5章

システムの構築 Cosminexus アプリケーションサーバ シス
テム構築・運用ガイド

8章

パフォーマンスチューニング このマニュアル 7章，8章

システムの運用開始 Cosminexus アプリケーションサーバ シス
テム構築・運用ガイド

9章
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1.　アプリケーションサーバのシステム設計の目的と流れ
注※
それぞれの参照先については，次の表に示した個所を参照してください。

システムの設計 参照先マニュアル 参照個所

システム設計の準備 このマニュアル 2章

システム構成の検討 4章

リソースの見積もり 6章

システムの構築 Cosminexus アプリケーションサーバ シス
テム構築・運用ガイド

10章

パフォーマンスチューニング このマニュアル 7章，9章

システムの運用開始 Cosminexus アプリケーションサーバ シス
テム構築・運用ガイド

11章
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2　 システム設計の準備
この章では，システム設計の準備として，システム設計を始め
る前に決めておくことについて説明します。

2.1　システム設計を始める前に決めておくこと

2.2　業務の種類を明確にする

2.3　使用する機能を検討する（オンライン処理を実行する場合）

2.4　使用する機能を検討する（バッチ処理を実行する場合）

2.5　システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（オンライン
処理を実行する業務の場合）

2.6　システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（バッチ処理
を実行する業務の場合）

2.7　運用方法を検討する
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2.　システム設計の準備
2.1　システム設計を始める前に決めておくこと
この節では，アプリケーションサーバのシステム設計を始める前に決めておくことにつ
いて説明します。

システム設計作業を始める前に，まず，次のことを明確にしてください。これらの検討
結果を踏まえて，3章以降で説明するシステム構成の検討やパフォーマンスチューニング
を実施します。

●業務の種類を明確にする
システムで実現する業務の種類を明確にします。業務の種類によって，使用するアプ
リケーションの種類，構成，および必要なソフトウェアが決まります。

●システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める
システムの目的に従って，使用する機能を検討した上で，動作させるアプリケーショ
ンの構成を明確にします。また，必要なソフトウェアを準備します。

●運用方法を検討する
アプリケーションサーバのシステムでは，Management Serverという運用管理プロ
セスを使用して，複数のサーバプロセスを一括して運用します。
運用方法の検討では，アプリケーションサーバのシステムのほかに，アプリケーショ
ンサーバ以外のプログラムを含めたシステム全体を，どのように運用するかを検討し
ます。
8



2.　システム設計の準備
2.2　業務の種類を明確にする
システムでどのような業務を実現するのか，業務の種類を明確にします。

アプリケーションサーバのシステムでは，次の 2種類の業務を実行できます。

●オンライン業務
ネットワーク経由などで送信されるクライアントからのリクエストを処理する形式の
業務です。

●バッチ業務
定型的または定期的な作業をまとめて処理する形式の業務です。

業務の種類によって，実行するアプリケーションの形式や，アプリケーションを実行す
るサーバプロセスなどが異なります。業務の種類，アプリケーションの形式，およびア
プリケーションを実行するサーバプロセスの対応を次の表に示します。

表 2-1　業務の種類，アプリケーションの形式，およびアプリケーションを実行するサー
バプロセスの対応

ポイント
 

以降で実施するシステム設計の内容は，業務の種類によって異なります。業務の種類に応じ
て，必要なシステム設計を実施してください。業務の種類ごとに実行するシステム設計の内
容と，このマニュアルでの参照先を次の表に示します。

表 2-2　業務の種類ごとに実行するシステム設計の内容とこのマニュアルでの参照先

（凡例）　－：該当しません。
　

業務の種類 アプリケーションの形式 アプリケーションを実行するサーバプロセス

オンライン業務 J2EEアプリケーション J2EEサーバ

バッチ業務 バッチアプリケーション バッチサーバ

システム設計の内容 業務の種類

オンライン業務 バッチ業務

システム設計
の準備

アプリケーションの構成
の決定

2.5 2.6

運用方法の検討 2.7

システム構成の検討 3章 4章

セキュアなシステムの検討 10章 －

パフォーマンスチューニング 8章 9章

JavaVMのチューニング 7章，7.3，7.10
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2.　システム設計の準備
2.3　使用する機能を検討する（オンライン処理
を実行する場合）

ここでは，J2EEアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス構成と
J2EEサーバの構成について説明します。

2.3.1　プロセス構成
J2EEアプリケーションを実行するアプリケーションサーバは，次の図に示すプロセスで
構成されます。

図 2-1　J2EEアプリケーションを実行するアプリケーションサーバを構成するプロセス

参考
 

なお，システムを構築する場合は，これらのプロセスをシステムの要件に合わせて，システ
ム内の各マシンに一つまたは複数配置します。

それぞれのプロセスについて説明します。なお，図中の番号は，(1)～ (6)に対応します。
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2.　システム設計の準備
（1） J2EEサーバ

J2EEサーバは，J2EEアプリケーションの実行基盤となるプロセスです。J2EEサーバ
は，J2EEアプリケーション，J2EEコンテナ，J2EEサービス，J2EEリソースなど，
複数のプログラムモジュールで構成されます。また，J2EEコンテナは，提供する機能に
よって，EJBコンテナとWebコンテナに分けられます。J2EEサーバを構成するプログ
ラムモジュールについては，「2.3.2　J2EEサーバの構成」で説明します。

（2） Webサーバ

Webサーバは，Webブラウザからのリクエスト受信，およびWebブラウザへのデータ
送信に関連する処理を実行するプロセスです。J2EEサーバ上で動作する J2EEアプリ
ケーションにWebブラウザからアクセスするシステムの場合に，Webサーバを使用する
必要があります※。なお，Webブラウザからアクセスできるのは，J2EEアプリケーショ
ンに含まれるサーブレット，JSP，または静的コンテンツです。

アプリケーションサーバでは，Webサーバとして，Hitachi Web Serverまたは
Microsoft IISを使用できます。Hitachi Web Serverは，アプリケーションサーバの構成
ソフトウェアの一つです。Hitachi Web Serverの機能については，マニュアル「Hitachi 
Web Server」を参照してください。

注※
Webサーバを経由しないで J2EEサーバとWebブラウザ間で直接リクエストを送受
信する機能（インプロセスHTTPサーバ機能）を使用する場合，Webサーバに相当
するプロセスは不要です。インプロセスHTTPサーバ機能は，Webコンテナの機能
です。詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・
開発編 (Webコンテナ )」の「4.　インプロセスHTTPサーバ」を参照してくださ
い。

（3） CTM

CTMは，J2EEアプリケーション内の Session Beanに対するリクエストをスケジュー
リングするためのプロセス群です。CTMを使用することで，クライアントからのリクエ
ストを適切に分散，スケジューリングできます。これによって，サーバの負荷を抑え，
システムの可用性を高めて業務を滞りなく進めるようにできます。

CTMとしての機能は，CTMデーモン，CTMレギュレータ，CTMドメインマネジャな
どの，複数のプロセスを使用して実現します。また，ネーミングサービスとして，
CORBAネーミングサービスを使用します。

CTMの機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 拡張編」の「3.　CTMによるリクエストのスケジューリングと負荷分散」を参照し
てください。
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2.　システム設計の準備
ポイント
 

CTMは，構成ソフトウェアに Cosminexus Component Transaction Monitorを含む製品だ
けで利用できます。利用できる製品については，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ 概説」の「2.3　構成ソフトウェア」を参照してください。

（4） PRFデーモン（パフォーマンストレーサ）

アプリケーションサーバは，リクエストを処理するときに，トレース情報をバッファに
出力します。PRFデーモン（パフォーマンストレーサ）は，バッファに出力されたト
レース情報をファイルに出力するための I／ Oプロセスです。PRFデーモンが出力する
トレース情報ファイルは，システムのボトルネックを検証したり，トラブルシュートの
効率向上を図ったりするために役立ちます。

PRFデーモンの機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「6.　性能解析トレースを使用したシステムの
性能解析」を参照してください。

（5） 運用管理エージェント

運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイル
を更新したりするエージェント機能を持つプロセスです。なお，論理サーバとは，
Management Serverの運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。

（6） Management Server

運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出して，運用
管理ドメイン全体の運用管理を実行するためのプロセスです。

（7） そのほかのプロセス

(1)～ (6)で示したプロセス以外に，機能に応じて使用するプロセスとして，次のプロセ
スがあります。

● SFOサーバ
メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合に必要なプロセスです。詳細に
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の
「7.　メモリセッションフェイルオーバ機能」を参照してください。

●ユーザサーバ
ユーザサーバとは，ユーザが定義する任意のサービスやプロセスです。ユーザサーバ
は論理サーバ（論理ユーザサーバ）として定義できます。論理ユーザサーバとして定
義することで，特定のサービスやプロセスがManagement Serverの管理対象となり
ます。これによって，ほかの論理サーバと同様に，Management Serverで一括管理
できるようになります。

●旧バージョンとの互換用のプロセス
12



2.　システム設計の準備
旧バージョンとの互換用の機能を使用する場合に使用するプロセスです。
• Webコンテナサーバ
サーバの動作モードとしてサーブレットエンジンモードを使用する場合に，Webア
プリケーションの実行基盤となるプロセスです。Webコンテナサーバでは，Webコ
ンテナの機能を使用できます。なお，サーブレットエンジンモードの場合のWebコ
ンテナの機能については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 保守／移行／互換編」の「10.4　サーブレットエンジンモードで使用できる
Webコンテナの機能」を参照してください。

2.3.2　J2EEサーバの構成
J2EEサーバとは，次に示す五つのプログラムモジュールを実行する Javaアプリケー
ションです。

• J2EEアプリケーション（サーブレット，JSP，Enterprise Beanなど）
• J2EEコンテナ
• J2EEサービス

JNDI，JavaMail，JTA，JPA，RMI-IIOP，JDBC，ネーミング管理，トランザク
ション管理，セキュリティなど

• J2EEリソース
• Cosminexus JPAプロバイダ
• コンテナ拡張ライブラリ

J2EEアプリケーションは，サーブレット，JSP，Enterprise Beanなどによって構成さ
れています。J2EEアプリケーションは，業務の内容に応じて，ユーザが開発します。な
お，J2EEアプリケーション以外のプログラムモジュールは，アプリケーションサーバで
提供されているモジュールです。

J2EEサーバの構造を次の図に示します。
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2.　システム設計の準備
図 2-2　J2EEサーバの構造

以降の項で，J2EEサーバの各モジュールの概要を説明します。

2.3.3　J2EEアプリケーションと J2EEコンポーネント
J2EEアプリケーションは，一つ以上の J2EEコンポーネントで構成されています。こ
こでは，J2EEアプリケーションと J2EEコンポーネントについて説明します。

（1） J2EEアプリケーションと J2EEコンポーネントの関係

J2EEアプリケーションは，サーブレット，JSP，Enterprise Beanなどのユーザアプリ
ケーションプログラムで構成されています。J2EEアプリケーションは，J2EEコンテナ
上で動作します。

J2EEアプリケーションを構成する，サーブレット，JSP，Enterprise Beanなどを
J2EEコンポーネントといいます。

J2EEアプリケーションと J2EEコンポーネントの関係を次の図に示します。
14



2.　システム設計の準備
図 2-3　J2EEアプリケーションと J2EEコンポーネントとの関係

（2） J2EEアプリケーションの構造

J2EEアプリケーションは，3層の構造になっています。J2EEアプリケーションの構造
を次の図に示します。

図 2-4　J2EEアプリケーションの構造

J2EEアプリケーションの最小単位は，階層 3のファイル（図中，点線で囲まれたファ
イル）です。階層 3のファイルには，クラスファイルや JSPファイルなどがあります。

そして，階層 3のファイルをパッケージしたものが階層 2のファイルとなります。この
図の場合，階層 2の EJB-JARファイルは，階層 3に属する Enterprise Beanと DD
（ejb-jar.xml）をパッケージしたものとなります。

さらに，階層 2のそれぞれのファイルをパッケージしたものが階層 1の J2EEアプリ
ケーションとなります。
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ここでは，階層 1および階層 2のパッケージファイルについて説明します。なお，図中
の項番は次の説明の項番と対応しています。

参考
 

それぞれの階層でファイル形式，および DDの DTDが規定されています。
DDとは，アプリケーションを運用環境に配置するときの定義情報を記述したファイルを指
します。EJB-JARの場合，DDは ejb-jar.xml，Webアプリケーションの場合，DDは
web.xml，J2EEアプリケーションの場合，DDは application.xmlとなります。
なお，Enterprise Beanでアノテーションを使用する場合，ejb-jar.xmlは不要です。

（a）J2EEアプリケーション

J2EEアプリケーションは，複数の，EJB-JAR，Webアプリケーション，ライブラリ
JARと，一つの DD（application.xml）で構成されます。

J2EEサーバで実行できる J2EEアプリケーションは，アーカイブ形式の J2EEアプリ
ケーション，および展開ディレクトリ形式の J2EEアプリケーションです。

●アーカイブ形式の J2EEアプリケーション
EJBやサーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EEサーバの作業ディレクト
リに持つ J2EEアプリケーションです。アーカイブ形式の J2EEアプリケーションを
J2EEサーバ内にインポートしてクライアントから実行可能な状態にするためには，
EAR形式または ZIP形式へのアセンブルと，デプロイが必要です。

●展開ディレクトリ形式の J2EEアプリケーション
EJBやサーブレットなどのアプリケーションの実体を，J2EEサーバの外部にある一
定のルールに従ったファイル／ディレクトリに持つ J2EEアプリケーションです。展
開ディレクトリ形式の J2EEアプリケーションを J2EEサーバ内にインポートしてク
ライアントから実行可能な状態にするためには，デプロイが必要です。

参考
 

• アセンブルとは，単体では動作しない EJB-JARをアプリケーションの 1構成要素として
位置づけるための組み立て作業のことです。アセンブルでは，EJB-JARを 1構成要素と
して取り込んだ J2EEアプリケーションを構築します。なお，J2EEアプリケーションの
構成要素として，EJB-JARのほかにWARファイル，ライブラリ JARを含むことがあり
ます。
展開ディレクトリ形式の J2EEアプリケーションの場合には，EAR形式または ZIP形式
へのアセンブルは不要です。

• デプロイとは，J2EEアプリケーションをクライアントから実行可能な状態にすることで
す。
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（b）EJB-JAR

EJB-JARは，EJB-JARファイル形式でパッケージ化されています。複数の Enterprise 
Beanと一つの DD（ejb-jar.xml）で構成されます。なお，Enterprise Beanでアノテー
ションを使用している場合は，DD（ejb-jar.xml）は不要です。

（c）Webアプリケーション

Webアプリケーションは，WARファイル形式でパッケージ化されています。複数の
サーブレット，JSP，HTMLと一つの DD（web.xml）で構成されます。

（d）ライブラリ JAR

ライブラリ JARは，JARファイル形式でパッケージ化されたものです。複数の共通ライ
ブラリから構成されています。共通ライブラリは J2EEアプリケーション中の J2EEコ
ンポーネントが共通で使用できるライブラリです。J2EEアプリケーションの DD
（application.xml）の <module>タグ以下に定義されているファイル以外で，拡張子が小
文字（.jar）の JARファイルがライブラリ JARとみなされます。

（3） J2EEアプリケーションおよび J2EEコンポーネントの開発

J2EEアプリケーションでアプリケーションサーバが提供する実行基盤としての機能を使
用するためには，機能に応じたアプリケーションの実装が必要です。なお，アプリケー
ションサーバでは，J2EEアプリケーションおよび J2EEコンポーネントを開発するた
めの製品として，Developerを提供しています。

J2EEアプリケーションおよび J2EEコンポーネントの開発方法については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」を参照してく
ださい。

2.3.4　J2EEコンテナ
J2EEコンテナとは，J2EEアプリケーションを実行するためのサーバ基盤です。J2EE
コンテナは，EJBコンテナとWebコンテナで構成されています。

J2EEコンポーネントはWebコンテナおよび EJBコンテナで提供する APIを利用して，
J2EEコンテナ上で動作します。アプリケーションサーバで提供しているWebコンテナ
および EJBコンテナは，Java EE 5に対応しています。これによって，Java EEに準拠
する，本格的な基幹業務アプリケーションを迅速かつ容易に構築できます。各 APIの
バージョンについては，「2.3.9　サーバの動作モード」を参照してください。

（1） Webコンテナ

Webコンテナは，サーブレットと JSPを実行するためのサーバ基盤です。Webクライ
アントからアクセスを受け取り，要求に応じたサービスを提供します。
17



2.　システム設計の準備
Webコンテナでは，サーブレット，JSPの APIを提供しています。

（2） EJBコンテナ

EJBコンテナは，Enterprise Beanの実行を制御し，Enterprise Beanに各種のサービ
スを提供するサーバ基盤です。EJBコンテナでは，EJBの APIを提供しています。

2.3.5　J2EEサービス
J2EEサービスでは，次に示す機能および APIを提供しています。

1. トランザクション管理，セキュリティ管理，およびネーミング管理の機能
2. JNDI，JDBC，JTA，JPA，RMI-IIOP，JavaMail，JMSなどの API

J2EEサービスは，J2EEコンテナの部品機能として利用され，J2EEコンポーネントで
ある，サーブレット・JSP，および Enterprise Beanに，機能および APIを提供します。
J2EEサービスの APIは，J2EEコンポーネントによって，直接，または J2EEコンテ
ナ経由で利用されます。

J2EEサービスの位置づけを次の図に示します。

図 2-5　J2EEサービスの位置づけ

J2EEサービスでは，アプリケーションサーバの構成ソフトウェアの機能のほか，アプリ
ケーションサーバ以外の製品の機能も使用します。J2EEサービスを実現する，ソフト
ウェア製品またはアプリケーションサーバの構成ソフトウェアを次の表に示します。
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表 2-3　J2EEサービスを実現する，製品または構成ソフトウェア

注※　アプリケーションサーバの構成ソフトウェアです。

2.3.6　J2EEリソース
J2EEサーバはリソースとして，データベース，OpenTP1，SMTPサーバ，および
JavaBeansリソースを利用できます。J2EEリソースは，これらのリソースと接続する
ために使用します。

アプリケーションサーバで扱う J2EEリソースには，外部リソースとの接続に利用する
リソースアダプタ，およびメールコンフィグレーションがあります。また，このほかに，

内部リソースとして利用できる JavaBeansリソースがあります※ 1。

●リソースアダプタ
接続するリソースの種類に応じて，次のリソースアダプタがあります。
• DB Connector
データベースとの接続に利用します。

• DB Connector for Cosminexus RMおよび Cosminexus RM
データベース上のキューとの接続に利用します。

• uCosminexus TP1 Connector
OpenTP1の SPPとの接続に利用します。

• TP1/Message Queue - Access
TP1/Message Queueとの接続に利用します。

• そのほかの Connector 1.0または Connector 1.5※ 2に準拠したリソースアダプタ

任意のリソースとの接続に使用します。

分類 製品または構成ソフトウェア

サービス ネーミング管理 Cosminexus Component Container※

Cosminexus TPBroker※トランザクション管理

セキュリティ Cosminexus Component Container※

API JNDI

JTA

JPA

JavaMail

RMI-IIOP Cosminexus TPBroker※

JDBC Standard Extension HiRDB Type4 JDBC Driver
Oracle JDBC Thin Driver
SQL Server Driver for JDBCJDBC

JMS Cosminexus RM※

TP1/Message Queue - Access
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●メールコンフィグレーション
SMTPサーバとの接続に利用します。

● JavaBeansリソース
内部のリソースとして利用できるリソースです。

J2EEリソースの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 
機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「3.　リソース接続とトランザクション
管理」を参照してください。

注※ 1　このほかに，互換用のモードであるベーシックモードで使用するデータソースが
あります。データソースについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ 機能解説 保守／移行／互換編」の「9.3　ベーシックモードでのリソース接続」を参
照してください。

注※ 2　Outboundの通信モデルに対応したリソースアダプタを使用できます。詳細につ
いては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コ
ンテナ共通機能 )」の「3.16.8　Connector 1.5仕様に準拠したリソースアダプタを使用
する場合の設定」を参照してください。

2.3.7　Cosminexus JPAプロバイダ
アプリケーションサーバで提供している JPA実装を Cosminexus JPAプロバイダといい
ます。Cosminexus JPAプロバイダを利用することによって，アプリケーションサーバ
で JPAアプリケーションを実行できます。

Cosminexus JPAプロバイダについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「6.　Cosminexus JPAプロバイ
ダ」を参照してください。

2.3.8　コンテナ拡張ライブラリ
Enterprise Bean，サーブレット，JSPが利用する共通のライブラリをコンテナ拡張ライ
ブラリといいます。このライブラリを利用することによって，Enterprise Bean，サーブ
レット，JSPからユーザ作成の共通のライブラリを呼び出せるようになります。

コンテナ拡張ライブラリについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「13.　コンテナ拡張ライブラリ」を
参照してください。

2.3.9　サーバの動作モード
サーバの動作モードには，J2EEサーバモードとサーブレットエンジンモードがありま
す。さらに，J2EEサーバモードには，1.4モード，およびベーシックモードの 2種類が
20
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あります。このうち，ベーシックモードとサーブレットエンジンモードは，互換用の動
作モードとなります。

このマニュアルのサーバの動作モードに関する記述は，すべて 1.4モードの説明となり
ます。なお，ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードについては，マニュ
アル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「9.　旧
バージョンとの互換用機能（ベーシックモード）」を参照してください。

1.4モードで動作するWebコンテナは，Java EEのほかの要素と連携し，J2EEサーバ
の一部として動作します。この場合，Webコンテナ上で動作するWebアプリケーション
からは，Java EEが定める幾つかの Java EE関連の APIを利用できます。

1.4モードで使用できる Java EEおよび J2EEの機能を次に示します。

● Servlet 2.3/Servlet 2.4/Servlet 2.5

● JSP 1.2/JSP 2.0/JSP 2.1※ 1

● JSP Debugging 1.0

● EJB 2.0
• Message-driven Bean
• ローカルインタフェース
• CMP 1.1
• CMP 2.0

● EJB 2.1※ 2

● EJB 3.0（Session Bean）

● Common Annotation 1.0

● JDBC 2.0コア /JDBC 2.0オプションパッケージ

● JDBC 3.0※ 3

● JMS 1.0.2※ 4

● JMS 1.1※ 5

● Connector 1.0（JCA 1.0）

● Connector 1.5（JCA 1.5）

● JTA 1.0.1
• local※ 6

• global※ 7

● JTA 1.1

● JPA 1.0
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● JavaMail 1.2※ 8

● JavaMail 1.3※ 8

注※ 1
JSP 1.1は使用できません。

注※ 2
CMP機能のうち EJB2.1での拡張部分，<service-ref>タグを使用したWebサービ
ス連携機能は使用できません。

注※ 3
接続に使用する JDBCドライバが，JDBC 3.0仕様で規定された機能をサポートし
ている必要があります。

注※ 4
Cosminexus RMまたは TP1/Message Queue - Accessを使用する場合は，JMS1.0.2
であることが前提です。また，Topicを含む一部の機能に制限があります。

注※ 5
JMS1.1を使用する場合，次の条件があります。
• JMSプロバイダが JMS1.1に対応していること
• Message-driven Beanが EJB2.1に対応していること（Message-driven Beanを
使用する場合）

• 使用するリソースアダプタが Connector 1.5に対応していること

注※ 6
リソースアダプタの DD（ra.xml）の transaction-supportで LocalTransactionを
指定し，ビジネスロジック中にリモートで JavaVMの呼び出しをしない場合に，
ローカルトランザクションが利用できます。

注※ 7
ライトトランザクションが有効になっているときは，グローバルトランザクション
を使用できません。なお，ライトトランザクションについては，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」
の「3.14.5　ライトトランザクション」を参照してください。

注※ 8
JavaMailでは，送信時のサービスプロバイダとして SMTPを，受信時のサービス
プロバイダとして POP3を使用できます。
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2.4　使用する機能を検討する（バッチ処理を実
行する場合）

ここでは，バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス構成
と，バッチサーバの構成について説明します。

2.4.1　プロセス構成
バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバは，次の図に示すプロセス
で構成されます。

図 2-6　バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバを構成するプロセス

参考
 

システムを構築する場合は，これらのプロセスをシステムの要件に合わせて，システム内の
各マシンに一つまたは複数配置します。
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それぞれのプロセスについて説明します。なお，図中の番号は，(1)～ (5)に対応します。

（1） バッチサーバ

バッチサーバは，バッチアプリケーションの実行基盤となるプロセスです。バッチサー
バは，バッチアプリケーション，バッチサービス，J2EEサービス，J2EEリソースな
ど，複数のプログラムモジュールで構成されます。バッチサーバを構成するプログラム
モジュールについては，「2.4.2　バッチサーバの構成」で説明します。

（2） CTM

CTMは，バッチアプリケーションの実行をスケジューリングするためのプロセス群で
す。CTMを使用することで，バッチアプリケーションの実行を適切に分散，スケジュー
リングできます。これによって，バッチサーバの数を意識することなく，複数のバッチ
アプリケーションを同時に実行できます。

CTMとしての機能は，CTMデーモン，CTMレギュレータ，CTMドメインマネジャな
どの，複数のプロセスを使用して実現します。また，ネーミングサービスとして，
CORBAネーミングサービスを使用します。

CTMの機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 拡張編」の「3.　CTMによるリクエストのスケジューリングと負荷分散」を参照し
てください。

ポイント
 

CTMは，構成ソフトウェアに Cosminexus Component Transaction Monitorを含む製品だ
けで利用できます。利用できる製品については，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ 概説」の「2.3　構成ソフトウェア」を参照してください。

（3） PRFデーモン（パフォーマンストレーサ）

アプリケーションサーバは，トレース情報をバッファに出力します。PRFデーモン（パ
フォーマンストレーサ）は，バッファに出力されたトレース情報をファイルに出力する
ための I／ Oプロセスです。PRFデーモンが出力するトレース情報ファイルは，システ
ムのボトルネックを検証したり，トラブルシュートの効率向上を図ったりするために役
立ちます。

PRFデーモンの機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「6.　性能解析トレースを使用したシステムの
性能解析」を参照してください。

（4） 運用管理エージェント

運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイル
を更新したりするエージェント機能を持つプロセスです。なお，論理サーバとは，
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Management Serverの運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。

（5） Management Server

運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出して，運用
管理ドメイン全体の運用管理を実行するためのプロセスです。

参考
 

バッチ処理を実行する場合，(1)～ (5)で示したプロセス以外に，システムの目的に応じて
ユーザサーバというプロセスを使用できます。ユーザサーバとは，ユーザが定義する任意の
サービスやプロセスです。ユーザサーバは論理サーバ（論理ユーザサーバ）として定義でき
ます。論理ユーザサーバとして定義することで，特定のサービスやプロセスが
Management Serverの管理対象となります。これによって，ほかの論理サーバと同様に，
Management Serverで一括管理できるようになります。

2.4.2　バッチサーバの構成
バッチサーバとは，次に示す五つのプログラムモジュールを実行する Javaアプリケー
ションです。

• バッチアプリケーション
• バッチサービス
• J2EEサービス

JNDI，JTA，RMI-IIOP，JDBC，ネーミング管理，トランザクション管理など
• J2EEリソース
• コンテナ拡張ライブラリ

バッチアプリケーションとは，バッチ処理を実装した Javaアプリケーションです。バッ
チアプリケーションは，業務の内容に応じてユーザが開発します。なお，バッチアプリ
ケーション以外のプログラムモジュールは，アプリケーションサーバで提供されている
モジュールです。

バッチサーバの構造を次の図に示します。
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図 2-7　バッチサーバの構造

バッチサーバでは次に示す Java EEおよび J2EEの機能を使用できます。

● JDBC 2.0コア /JDBC 2.0オプションパッケージ

● JDBC 3.0※ 1

● Connector 1.0（DB Connector）※ 2

● JTA 1.0.1（ただし，localだけ）※ 3

注※ 1
接続に使用する JDBCドライバが，JDBC 3.0仕様で規定された機能をサポートし
ている必要があります。

注※ 2
トランザクションなし，またはローカルトランザクションの DB Connectorを使用
できます。

注※ 3
リソースアダプタの DD（ra.xml）の transaction-supportで LocalTransactionを
指定し，ビジネスロジック中にリモートで JavaVMの呼び出しをしない場合に，
ローカルトランザクションが利用できます。

また，バッチサーバから次の EJBを呼び出せます。ただし，EJBの呼び出し方法はリ
モート呼び出しとなります。ローカル呼び出しはできません。
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● EJB 2.0

● EJB 2.1

● EJB 3.0

以降の項で，バッチサーバの各モジュールの概要を説明します。

2.4.3　バッチアプリケーション
バッチアプリケーションとは，バッチ処理を実装した Javaアプリケーションです。バッ
チアプリケーションは，一つのバッチサーバにつき一つ実行できます。

バッチアプリケーションを開始するには，アプリケーションサーバで提供しているバッ
チ実行コマンドを使用します。バッチサーバでは，バッチ実行コマンドによるバッチア
プリケーションの実行リクエストを受けて，バッチアプリケーションを開始します。
JP1/AJS2と連携すると，バッチ実行コマンドを JP1のジョブとして定義できるので，
バッチアプリケーションの自動実行ができます。

また，バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使用すると，バッチアプリ
ケーションの実行リクエストはスケジュールキューによって制御され，自動的にバッチ
サーバへ振り分けられます。複数のバッチアプリケーションを同時に開始したい場合に，
バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使用すると，バッチサーバの数や，
どのバッチサーバで実行するかを意識する必要がありません。なお，バッチアプリケー
ションのスケジューリング機能を使用しない場合には，バッチアプリケーションごとに
バッチサーバを用意してください。

バッチアプリケーションの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ 機能解説 拡張編」の「2.　バッチサーバによるアプリケーションの実行」を参
照してください。

2.4.4　バッチサービス
バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバでは，バッチサービスを提
供しています。バッチサービスとは，バッチアプリケーションを実行するための機能で
す。バッチサービスでは，次の図に示す機能を提供しています。
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図 2-8　バッチサービスで提供している機能

• バッチアプリケーション実行機能
バッチアプリケーションを開始したり，強制停止したりするための機能を提供してい
ます。

• EJBアクセス機能
バッチアプリケーションから J2EEサーバの EJBにアクセスするための機能を提供し
ています。EJBアクセス機能は J2EEサービスを使用します。

• リソース接続機能
バッチアプリケーションからデータベースに接続するための機能を提供しています。
リソース接続機能は，J2EEサービスおよび J2EEリソースを使用します。

• ガーベージコレクション制御機能
バッチアプリケーションでリソース排他をしているときに，ガーベージコレクション
の実行を制御するための機能を提供しています。

• ネーミング管理機能
EJBまたはリソースを参照するときに，名前解決をするための機能を提供していま
す。ネーミング管理機能は J2EEサービスを使用します。

• バッチアプリケーションのスケジューリング機能
CTMを使用して，バッチアプリケーションの実行をスケジューリングするための機能
を提供しています。

バッチサービスで提供するそれぞれの機能については，マニュアル「Cosminexus アプ
リケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「2.3　バッチアプリケーション実行機能」を
参照してください。
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2.4.5　J2EEサービス
J2EEサービスでは，次に示す機能および APIを提供しています。

1. トランザクション管理，およびネーミング管理の機能
2. JNDI，JDBC，JTA，RMI-IIOPなどの API

J2EEサービスは，バッチアプリケーションからデータベースに接続したり，EJBを呼
び出したりするときに利用されます。

J2EEサービスでは，アプリケーションサーバの構成ソフトウェアの機能のほか，アプリ
ケーションサーバ以外の製品の機能も使用します。J2EEサービスを実現する，ソフト
ウェア製品またはアプリケーションサーバの構成ソフトウェアを次の表に示します。

表 2-4　J2EEサービスを実現する，製品または構成ソフトウェア

注※　アプリケーションサーバの構成ソフトウェアです。

2.4.6　J2EEリソース
J2EEリソースはリソースと接続するために使用します。バッチサーバではリソースとし
てデータベースを利用できます。データベースに接続するには，アプリケーションサー
バで扱う J2EEリソースのうちリソースアダプタを使用します。

J2EEリソースの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 
機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「3.　リソース接続とトランザクション
管理」を参照してください。

2.4.7　コンテナ拡張ライブラリ
アプリケーションが利用する共通のライブラリをコンテナ拡張ライブラリといいます。
このライブラリを利用することによって，バッチアプリケーションからユーザ作成の共
通のライブラリを呼び出せるようになります。

分類 製品または構成ソフトウェア

サービス ネーミング管理 Cosminexus Component Container※

Cosminexus TPBroker※トランザクション管理

API JNDI Cosminexus Component Container※

JTA

RMI-IIOP Cosminexus TPBroker※

JDBC Standard Extension HiRDB Type4 JDBC Driver
Oracle JDBC Thin Driver
SQL Server Driver for JDBCJDBC
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コンテナ拡張ライブラリについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「13.　コンテナ拡張ライブラリ」を
参照してください。
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2.5　システムの目的に応じたアプリケーション
の構成を決める（オンライン処理を実行す
る業務の場合）

この節では，システムの目的に応じたアプリケーションの構成の検討について説明しま
す。この節で説明するのは，J2EEアプリケーションの場合の構成です。また，必要とな
るソフトウェアについても説明します。

アプリケーションサーバで実現できるアプリケーションの機能については，次に示すマ
ニュアルの機能の分類に関する説明を参照してください。

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコン
テナ )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (EJBコン
テナ )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ
共通機能 )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「1.1　機能
の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「1.1　機能の分類」
• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の
「1.1　機能の分類」

2.5.1　動作させる J2EEアプリケーションの検討
システムで動作させる J2EEアプリケーションについて検討します。

システムの目的に応じたアプリケーションの構成を明確にすることで，システム構成の
基本的な部分が決まります。例えば，クライアントにWebブラウザを使用する場合に
は，アプリケーションはサーブレットや JSPで構成されるWebアプリケーションにし
て，Webブラウザからのリクエストを受け付けるようにします。また，必要に応じて，
サーブレットや JSPから Enterprise Beanを呼び出すようなアプリケーションも考えら
れます。この場合は，システムはWebクライアントシステムにして，Webサーバの配置
や，そこからアプリケーションサーバを呼び出す場合の連携方法を検討する必要があり
ます。

また，業務システムの基幹部分を構成するシステムを構築する場合は，クライアントに
EJBクライアントアプリケーションを使用する構成が考えられます。呼び出し先の
Enterprise Beanの種類によっては，CTMを利用することも検討できます。

アプリケーションに含まれるコンポーネントの種類とシステム構成との関係については，
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「3.3　アプリケーションの構成を検討する」で詳しく説明します。そのほか，J2EEアプ
リケーションを実行する場合のシステム構成の検討方法については，「3.　システム構成
の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）」を参照してください。

システムの目的に応じて使用できる機能については，次に示すマニュアルのシステムの
目的と機能の対応に関する説明を参照してください。

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコン
テナ )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (EJBコン
テナ )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ
共通機能 )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「1.2　シス
テムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「1.2　システムの目的と機能の対応」
• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の
「1.2　システムの目的と機能の対応」

また，アプリケーション開発の手順については，マニュアル「Cosminexus アプリケー
ションサーバ アプリケーション開発ガイド」を参照してください。

参考
 

サーバの動作モードについて

サーバの動作モードは，J2EEサーバモード（1.4モード）で動作させることをお勧めしま
す。アプリケーションの種類によっては，サーブレットエンジンモードやベーシックモード
で動作させることもできますが，これらは互換用のモードです。

2.5.2　使用するプロセスの検討と必要なソフトウェアの準備
アプリケーションサーバのシステムでは，使用するプロセスの種類とその配置によって
システム構成が決まります。

アプリケーションサーバのシステムはWebフロントシステムとバックシステムで構成さ
れます。Webフロントシステムは，クライアントとしてWebブラウザを使用するシステ
ムです。バックシステムは，クライアントとして EJBクライアントを使用するシステム
です。システムの分類については，「3.1.1　システムの目的と構成」で詳しく説明しま
す。

ここでは，まず，システムの分類に応じて必要なプロセスとソフトウェアについて説明
します。次に，使用する機能に応じて必要なプロセス，モジュールおよびソフトウェア
について説明します。なお，これらのプロセス，モジュール，ソフトウェアをどのよう
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にシステムに配置するかについては，「3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーショ
ン実行基盤）」で説明します。

（1） システムの分類に応じて必要なプロセス

システムの分類に応じて必要なプロセスを次に示します。これらは，使用する機能に関
係なく共通して必要なプロセスです。アプリケーションサーバによって提供されます。

Webフロントシステムの場合に必要なプロセス
Webフロントシステムの場合に必要なプロセスは次のとおりです。
• Webサーバ※

• J2EEサーバ
• PRFデーモン

なお，アプリケーションサーバに含まれるWebサーバは，Hitachi Web Serverで
す。クライアントには，Webブラウザを使用します。

注※
インプロセス HTTPサーバを利用する場合は，Webサーバのプロセスは不要で
す。

ポイント
 

Webサーバ選択の指針
Webクライアントシステムでは，Webクライアントからのリクエストを，次のどちらかの
Webサーバを利用して処理できます。
• リダイレクタと連携したWebサーバ（Webサーバ連携）
アプリケーションサーバまたはWeb Redirectorが提供するリダイレクタモジュールを組
み込んだWebサーバと連携してリクエストを処理します。Webサーバが受信したリクエ
ストは，リダイレクタモジュールを経由して，J2EEサーバに送信されます。
Hitachi Web ServerまたはMicrosoft IISが利用できます。

• インプロセス HTTPサーバ
Webコンテナ機能の一部として提供される，J2EEサーバのプロセス内で機能する HTTP
サーバでリクエストを処理します。Webクライアントからのリクエストを J2EEサーバ
で直接受信できます。

なお，アプリケーションサーバでは，リダイレクタと連携したWebサーバを利用すること
を推奨しています。また，デフォルトの設定で使用する場合は，リダイレクタと連携した
Webサーバが利用されます。特に性能を重視したシステムを構築したい場合に，インプロセ
ス HTTPサーバの利用を検討してください。
それぞれのWebサーバの特徴を次の表に示します。Webサーバを選択する場合の指針にし
てください。
33



2.　システム設計の準備
表 2-5　Webサーバ選択の指針

（凡例）○：優れている。　△：優れていない。
注※ 1　インプロセス HTTPサーバで使用できる機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 
アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「4.2.2　インプロセス HTTP
サーバで使用できる機能」を参照してください。
注※ 2　DMZへのWebサーバの配置については，「3.13　DMZへのリバースプロキシの配置を検
討する」を参照してください。

バックシステムの場合に必要なプロセス
バックシステムの場合に必要なプロセスは次のとおりです。

比較項目 リダイレクタと連携したWebサーバ インプロセス HTTPサーバ

Webサーバとして利
用できる機能

○ △

Hitachi Web Server（Apacheの機能
をベースにしたWebサーバ）または
Microsoft IISが提供する多様な機能を
利用できます。

サーブレット，JSPまたは HTML
から構成されるWebアプリケー
ションへのアクセスを目的にした最
小限の機能だけが提供されていま
す。※ 1

構築，運用の容易性 ○ ○

構築時には，Webサーバの環境設定が
必要です。運用時には，Webサーバの
起動，停止が必要です。ただし，
Smart Composer機能のコマンドで構
築・運用できるため，煩雑な操作は不
要です。

構築時のWebサーバの環境設定，
および運用時のWebサーバの起動，
停止の操作が不要です。

HTML，JPEGなどの
静的コンテンツに対す
るアクセス性能

○ ○

静的コンテンツをWebサーバ上に配
置することによって，最適な性能を確
保できます。
なお，Webコンテナ上に配置する場合
は，リダイレクタ経由のアクセスにな
るため，アクセス処理に時間が掛かり
ます。

リダイレクタを経由しないでアクセ
スできるため，最適な性能を確保で
きます。

サーブレット，JSPな
どの動的コンテンツに
対するアクセス性能

△ ○

リダイレクタを経由するためのアクセ
ス処理に時間が掛かります。

リダイレクタを経由しないでアクセ
スできるため，最適な性能を確保で
きます。

注意事項 インターネットに接続する場合には，
セキュリティ上の観点から，DMZを
確保する構成にして，リバースプロキ
シをフロントに配置することを推奨し
ます。
また，リバースプロキシを配置しない
場合は，リダイレクタを組み込んだ
Webサーバを DMZに配置すること
で，同様の効果を得ることもできま
す。※ 2

インターネットに接続する場合に
は，セキュリティ上の観点から
DMZを確保する構成にして，必ず
リバースプロキシをフロントに配置
してください。※ 2
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• J2EEサーバ
• PRFデーモン

バックシステムのクライアントには，EJBクライアントを使用します。EJBクライ
アントとは，Enterprise Beanを呼び出す，Servlet，JSP，ほかの Enterprise 
Bean，EJBクライアントアプリケーション，またはほかの業務システムのことで
す。
EJBクライアントとして EJBクライアントアプリケーションを使用するとき，
Windowsの場合はクライアントマシンを uCosminexus Clientを使用して構築する
こともできます。アプリケーションサーバまたは uCosminexus Clientのどちらのソ
フトウェアを使用した場合も，必要に応じて PRFデーモンを起動できます。

参考
 

CTMを使用したシステムの場合，クライアントとして TPBrokerや TPBroker Object 
Transaction Monitorのクライアントなど，EJBクライアント以外のクライアントも使用で
きます。

（2） 使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュール

使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュールについて説明します。アプリ
ケーションサーバによって提供されるものと，アプリケーションサーバ以外のソフト
ウェアによって提供されるものがあります。

使用する機能ごとに必要なプロセスのうち，アプリケーションサーバによって提供され
るものを次の表に示します。これらのプロセスは，アプリケーションサーバをインス
トールしたマシンで起動できます。

表 2-6　機能ごとに必要なプロセスまたはモジュール（アプリケーションサーバによって
提供されるもの）

機能 必要なプロセス

サーバ間連携で CTMを利用する／ CTMを利用して負荷
を分散する

CTMデーモン

CTMレギュレータ

CTMドメインマネジャ

グローバル CORBAネーミングサービス

スマートエージェント

Management Serverを利用して運用管理する Management Server

運用管理エージェント

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用して可用性を
向上させる

SFOサーバ

CORBAネーミングサービスをアウトプロセスで起動する CORBAネーミングサービス
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使用する機能ごとに必要なプロセスおよびモジュールのうち，アプリケーションサーバ
以外の製品が提供するプロセスおよびモジュールを，表 2-7および表 2-8に示します。

表 2-7　機能ごとに必要なモジュール（アプリケーションサーバ以外によって提供される
もの）と提供するソフトウェア

機能 モジュール 提供するソフトウェア 備考

データベース
（HiRDB）と接
続する

HiRDB Type4 JDBC 
Driver

• HiRDB Server Version 9
• HiRDB Server with 

Additional Function Version 
9

• HiRDB/Run Time Version 9
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 9
• HiRDB Developer's Suite 

Version 9
• HiRDB/Parallel Server 

Version 8
• HiRDB/Single Server Version 

8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 8

JDBCドライバとして
HiRDB Type4 JDBC 
Driverを使用する場
合に必要になります。

データベース
（Oracle）と接
続する

Oracle JDBC Thin 
Driver

• Oracle JDBC Thin Driver JDBCドライバとして
Oracle JDBC Thin 
Driverを使用する場
合に必要になります。

データベース
（SQL Server）
と接続する

SQL Server 2000 
Driver for JDBC

• SQL Server 2000 Driver for 
JDBC

SQL Server 2000に接
続する場合に必要にな
ります。

SQL Server 2005 
JDBC Driver

• SQL Server 2005 JDBC 
Driver

SQL Server 2005に接
続する場合に必要にな
ります。

SQL Server JDBC 
Driver

• SQL Server JDBC Driver SQL Server 2008に接
続する場合に必要にな
ります。

データベース
（XDM/RD E2）
と接続する

HiRDB Type4 JDBC 
Driver

• HiRDB/Parallel Server 
Version 8

• HiRDB/Single Server Version 
8

• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 8

JDBCドライバとして
HiRDB Type4 JDBC 
Driverを使用する場
合に必要になります。

Message Queue
サーバと接続す
る

TP1/Message Queue - 
Access

• TP1/Message Queue - Access －

OpenTP1の
SPPと接続する

uCosminexus TP1 
Connector

• uCosminexus TP1 Connector －

TP1/Client/J • TP1/Client/J －
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2.　システム設計の準備
（凡例） －：該当しません。
注　モジュールは，J2EEサーバのプロセスに含まれて動作します。

表 2-8　機能ごとに必要なプロセス（アプリケーションサーバ以外によって提供されるも
の）と提供するソフトウェア

機能 必要なプロセス 提供するソフトウェア

クラスタソフトウェアを使用し
て障害時に系を切り替える

Microsoft Cluster Service Microsoft Cluster Service

HAモニタ HAモニタ
37



2.　システム設計の準備
2.6　システムの目的に応じたアプリケーション
の構成を決める（バッチ処理を実行する業
務の場合）

この節では，システムの目的に応じたアプリケーションの構成の検討について説明しま
す。この節で説明するのは，バッチアプリケーションの場合の構成です。また，必要と
なるソフトウェアについても説明します。

アプリケーションサーバで実現できるアプリケーションの機能については，次に示すマ
ニュアルの機能の分類に関する説明を参照してください。

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコン
テナ )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (EJBコン
テナ )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ
共通機能 )」の「1.1　機能の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「1.1　機能
の分類」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「1.1　機能の分類」
• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の
「1.1　機能の分類」

2.6.1　動作させるバッチアプリケーションの検討
システムで動作させるバッチアプリケーションについて検討します。バッチアプリケー
ションとは，バッチ処理として実行する，定型的・定期的な処理を実装した Javaアプリ
ケーションのことです。

システム構成の基本的な部分は，バッチアプリケーションで実装した処理内容によって
決まります。例えば，データベース上のデータを参照・更新するような処理を実装した
場合は，トランザクションの管理方法や，リソースとの接続方法を検討する必要があり
ます。また，ほかの J2EEサーバ上の業務処理プログラム（Enterprise Bean）を呼び出
す処理を実装した場合は，サーバ間の連携方法について，検討する必要があります。

バッチアプリケーションを実行する場合のシステム構成の検討方法については，「4.　シ
ステム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」を参照してください。

システムの目的に応じて使用できる機能については，次に示すマニュアルのシステムの
目的と機能の対応に関する説明を参照してください。

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコン
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2.　システム設計の準備
テナ )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」
• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (EJBコン
テナ )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ
共通機能 )」の「1.2　システムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「1.2　シス
テムの目的と機能の対応」

• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「1.2　システムの目的と機能の対応」
• マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の
「1.2　システムの目的と機能の対応」

2.6.2　使用するプロセスの検討と必要なソフトウェアの準備
アプリケーションサーバのシステムでは，使用するプロセスの種類とその配置によって
システム構成が決まります。

ここでは，まず，必要なプロセスとソフトウェアについて説明します。次に，使用する
機能に応じて必要なプロセス，モジュールおよびソフトウェアについて説明します。な
お，これらのプロセス，モジュール，ソフトウェアをどのようにシステムに配置するか
については，「4.　システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」で説明しま
す。

（1） 必要なプロセス

必要なプロセスを次に示します。これらは，使用する機能に関係なく共通して必要なプ
ロセスです。アプリケーションサーバによって提供されます。

• バッチサーバ
• PRFデーモン

（2） 使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュール

使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュールについて説明します。アプリ
ケーションサーバによって提供されるものと，アプリケーションサーバ以外のソフト
ウェアによって提供されるものがあります。

使用する機能ごとに必要なプロセスのうち，アプリケーションサーバによって提供され
るものを次の表に示します。これらのプロセスは，アプリケーションサーバをインス
トールしたマシンで起動できます。
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2.　システム設計の準備
表 2-9　機能ごとに必要なプロセスまたはモジュール（アプリケーションサーバによって
提供されるもの）

使用する機能ごとに必要なプロセスおよびモジュールのうち，アプリケーションサーバ
以外の製品が提供するプロセスおよびモジュールを，表 2-10および表 2-11に示します。

表 2-10　機能ごとに必要なモジュール（アプリケーションサーバ以外によって提供され
るもの）と提供するソフトウェア

機能 必要なプロセス

Management Serverを利用して運用管理する Management Server

運用管理エージェント

CTMを利用してバッチアプリケーションの実行をスケ
ジューリングする

CTMデーモン

CTMレギュレータ

CTMドメインマネジャ

グローバル CORBAネーミングサービス

スマートエージェント

機能 モジュール 提供するソフトウェア 備考

データベース
（HiRDB）と接
続する

HiRDB Type4 JDBC 
Driver

• HiRDB Server Version 9
• HiRDB Server with 

Additional Function Version 
9

• HiRDB/Run Time Version 9
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 9
• HiRDB Developer's Suite 

Version 9
• HiRDB/Parallel Server 

Version 8
• HiRDB/Single Server Version 

8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 8

JDBCドライバとして
HiRDB Type4 JDBC 
Driverを使用する場
合に必要になります。

データベース
（Oracle）と接
続する

Oracle JDBC Thin 
Driver

• Oracle JDBC Thin Driver JDBCドライバとして
Oracle JDBC Thin 
Driverを使用する場
合に必要になります。

データベース
（SQL Server）
と接続する

SQL Server 2000 
Driver for JDBC

• SQL Server 2000 Driver for 
JDBC

SQL Server 2000に接
続する場合に必要にな
ります。

SQL Server 2005 
JDBC Driver

• SQL Server 2005 JDBC 
Driver

SQL Server 2005に接
続する場合に必要にな
ります。
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2.　システム設計の準備
注　モジュールは，バッチサーバのプロセスに含まれて動作します。

表 2-11　機能ごとに必要なプロセス（アプリケーションサーバ以外によって提供される
もの）と提供するソフトウェア

SQL Server JDBC 
Driver

• SQL Server JDBC Driver SQL Server 2008に接
続する場合に必要にな
ります。

データベース
（XDM/RD E2）
と接続する

HiRDB Type4 JDBC 
Driver

• HiRDB/Parallel Server 
Version 8

• HiRDB/Single Server Version 
8

• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit 

Version 8

JDBCドライバとして
HiRDB Type4 JDBC 
Driverを使用する場
合に必要になります。

機能 必要なプロセス 提供するソフトウェア

クラスタソフトウェアを使用し
て障害時に系を切り替える

Microsoft Cluster Service Microsoft Cluster Service

HAモニタ HAモニタ

機能 モジュール 提供するソフトウェア 備考
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2.　システム設計の準備
2.7　運用方法を検討する
この節では，アプリケーションサーバのシステムの運用方法を検討するときに考慮する
ことについて説明します。

アプリケーションサーバのシステムの運用では，Management Serverというプロセスを
利用できます。Management Serverを利用すると，アプリケーションサーバのシステム
を構成する複数のプロセスを論理サーバとして扱い，一括して運用できるようになりま
す。

なお，業務システムは一般的に，アプリケーションサーバだけではなくほかのプログラ
ムで構築されるシステムと組み合わせて構築されています。運用方法の検討では，アプ
リケーションサーバのシステムのほかに，これらのプログラムも合わせてシステム全体
をどのように運用するかを検討する必要があります。

2.7.1　JP1と連携したシステムの運用
Management Serverを利用して運用している場合，日立の統合システム運用管理用ミド
ルウェア JP1のプログラムと連携して，次のようなシステムの運用を実現できます。

● JP1/IMと連携したシステム全体の集中監視

● JP1/IM - CMと連携したシステムの構成定義および構成管理（Smart Composer機能
を使用する場合）

● JP1/AJSと連携したシステム全体の自動運転

● JP1/AJS2 - SOと連携したシナリオを使用したシステム全体の自動運転（Smart 
Composer機能を使用する場合）

それぞれのプログラムとの連携によって実現できる機能の詳細については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」を参照してくだ
さい。

なお，Management Serverを利用しないで運用している場合でも，JP1/AJSを利用し
たシステムの自動運転は実現できます。ただし，その場合，JP1/AJSのジョブとして，
サーバ管理コマンドなどを一から定義する必要があります。

2.7.2　クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用
クラスタソフトウェアと連携すると，障害発生時などに自動的に系切り替えができます。

また，J2EEサーバをクラスタ構成にしている場合，N個の J2EEサーバに対して 1個
のリカバリ専用サーバを配置することで，障害発生時にトランザクションを解決してリ
ソースを解放できます。ただし，この機能は，バッチサーバには該当しません。

アプリケーションサーバのシステムでは，OSごとに，次のクラスタソフトウェアを使用
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2.　システム設計の準備
できます。

●Windowsの場合
Microsoft Cluster Service

● AIX，HP-UXまたは Linuxの場合
HAモニタ

Solarisの場合，クラスタソフトウェアと連携したシステム運用はできません。

クラスタソフトウェアと連携するためには，システムをManagement Serverを利用し
て運用している必要があります。

クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用をする場合のシステム構成については，
「3.11　クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを検討する」を参照してく
ださい。
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3　 システム構成の検討（J2EE
アプリケーション実行基盤）
この章では，J2EEアプリケーション実行基盤を構築する場合
のシステム構成について説明します。システムを設計する流れ
に沿って，それぞれの設計項目でのシステム構成の標準的なパ
ターンを示します。また，それぞれのポイントで意識する必要
があるコンポーネント，プロセスおよび処理の流れについて説
明します。
バッチアプリケーション実行基盤のシステム構成を検討する場
合は，「4.　システム構成の検討（バッチアプリケーション実
行基盤）」を参照してください。

3.1　システム構成を検討するときに考慮すること

3.2　システム構成の説明について

3.3　アプリケーションの構成を検討する

3.4　クライアントとサーバの構成を検討する

3.5　サーバ間での連携を検討する

3.6　トランザクションの種類を検討する

3.7　ロードバランスクラスタによる負荷分散方式を検討する

3.8　サーバ間で非同期通信をする場合の構成を検討する

3.9　運用管理プロセスの配置を検討する

3.10　セッション情報の引き継ぎを検討する

3.11　クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを検討する
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.12　ファイアウォールを使用する構成を検討する

3.13　DMZへのリバースプロキシの配置を検討する

3.14　性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する

3.15　アプリケーションサーバ以外の製品との連携を検討する

3.16　任意のプロセスを運用管理の対象にする

3.17　そのほかの構成を検討する

3.18　アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番
号
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.1　システム構成を検討するときに考慮するこ
と

この節では，アプリケーションサーバを使用するシステムの構成を検討するときに考慮
する必要があることについて説明します。

システム構成を検討する場合，J2EEアプリケーションで使用する機能に応じて，その機
能を実現するために必要なプロセスを意識し，それぞれを各マシンに適切に配置するこ
とが必要です。このとき，アプリケーションサーバの要件である，信頼性，可用性など
も十分に考慮する必要があります。

3.1.1　システムの目的と構成
アプリケーションサーバで構築するシステムは，目的とする業務および実行する J2EE
アプリケーションの要件と特徴に応じて，次の 2種類のシステムに分類できます。

●Webフロントシステム

●バックシステム

Webフロントシステムは，Webベースのシステムの場合に，フロントエンドであるWeb
ブラウザから送信されるリクエストを受け付けて，そのリクエストを処理するシステム
です。このシステムでは，アプリケーションサーバ上の J2EEサーバで，サーブレット，
JSPおよび Enterprise Beanが動作します。

Webフロントシステムの背後で動作する，複数の業務システムに共通な業務サービスを
実行するためのシステムが，バックシステムです。バックシステムにリクエストを送信
するのは，次のようなコンポーネント，アプリケーションまたはシステムです。

• Webフロントシステム上で動作しているサーブレット，JSPまたは Enterprise Bean
• EJBクライアントマシンで動作している EJBクライアントアプリケーション
• ほかの業務システム

アプリケーションサーバのシステムは，目的や規模に応じて，Webフロントシステムと
バックシステムを一つまたは複数組み合わせて構成されます。

Webフロントシステムとバックシステムの構成例を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-1　Webフロントシステムとバックシステムの構成例

アプリケーションサーバのシステム構成を検討する場合，まず，システムの基本構成と
して，システム全体をどのようなシステムの組み合わせで構成するかを検討します。次
に，構成要素であるそれぞれのシステムの目的と，クライアントからアクセスされるポ
イントを明確にします。それから，信頼性，性能，拡張性などアプリケーションサーバ
に共通して求められる要件や，EISとの接続や負荷分散の実現などそのシステム独自の
要件を満たすためにはどのようにソフトウェアやプロセスを配置するのがよいのかを検
討し，最適なシステム構成を設計していきます。

3.1.2　システム構成の設計手順
システム構成は，次の流れで設計します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-2　システム構成を設計する流れ（J2EEアプリケーション実行基盤の場合）

（1） アプリケーションの構成を検討する

各システム上で動作するアプリケーションで使用するコンポーネントの構成を明確にし
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
て，アプリケーションのどのコンポーネントをアクセスポイントにするかを決定します。

アクセスポイントとは，クライアントからリモートでアクセスされる場合に，アプリ
ケーションのリクエスト受信窓口として動作するコンポーネントです。アクセスポイン
トになるコンポーネントの種類によって，実現できるシステム構成が決まります。

また，アプリケーションがデータベースなどのリソースに接続するかどうかを決めます。
接続するリソースに対応して，使用するリソースアダプタが決まります。

なお，ここで検討したアクセスポイントになるコンポーネントの種類によって，それ以
降のシステム構成の設計で検討が必要な項目が異なります。アクセスポイントになるコ
ンポーネントの種類ごとに検討が必要な項目を，次の表に示します。

表 3-1　アクセスポイントになるコンポーネントの種類ごとに検討が必要な項目

（凡例）

設計項目 アクセスポイントになるコンポーネントの種類 参照先

Webフロ
ントシス
テム

バックシステム

サーブ
レット
／ JSP

Session 
Bean
／ Entity 

Bean

CTMを使
用する場
合の

Stateless 
Session 

Bean

Message-
driven 
Bean

クライアントとサーバの構成 ◎ ◎ ◎ － 3.4

サーバ間での連携方法 － △ △ － 3.5

トランザクションの種類 ◎ ◎ ◎ ◎ 3.6

ロードバランスクラスタによる負荷
分散方式

△ △ △ － 3.7

サーバ間での非同期通信 － － － ◎ 3.8

運用管理プロセスの配置 ◎ ◎ ◎ ◎ 3.9

セッション情報を引き継ぐための構
成

△ △ － － 3.10

クラスタソフトウェアを使用した系
切り替えを実現するための構成

△ △ △ △ 3.11

ファイアウォールの配置 △ △ △ △ 3.12

DMZへのリバースプロキシの配置 　△※ － － － 3.13

性能解析トレースファイルを出力す
るプロセスの配置

◎ ◎ ◎ ◎ 3.14

アプリケーションサーバ以外の製品
との連携

△ △ △ △ 3.15

任意のプロセスの運用管理 △ △ △ △ 3.16
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
◎：必ず検討する項目。
△：必要に応じて検討する項目。
－：検討する必要がない項目。

注※　インターネットに接続するシステムでWebサーバとしてインプロセス HTTPサーバを使用す
る場合は必ず検討してください。

（2） クライアントとサーバの構成を検討する

アクセスポイントになるコンポーネントに応じて，クライアントとサーバの対応を明確
にします。システムに配置したアプリケーションサーバは，その役割に応じて，クライ
アントとして機能したり，サーバとして機能したりします。

クライアントとサーバの構成の考え方を次の図に示します。

図 3-3　クライアントとサーバの構成の考え方

この構成の場合，APサーバ 1はWebクライアントに対するサーバに当たり，アクセス
ポイントはサーブレット／ JSPになります。また，APサーバ 1は APサーバ 2に対し
てのクライアントになります。APサーバ 2は APサーバ 1に対するサーバに当たり，ア
クセスポイントは Enterprise Beanになります。

（3） サーバ間での連携方法を検討する

サーバが複数ある場合に，サーバ間で連携するかどうか，連携する場合はどのように連
携するかを検討します。サーバ間連携とは，クライアントから見て垂直に並んだ複数の
サーバから，ほかのサーバ上にあるアクセスポイントのコンポーネントを呼び出して処
理を実行する連携方法です。

サーバ間連携の考え方を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-4　サーバ間連携の考え方

この構成の場合，APサーバ 1と APサーバ 2は，APサーバ 3のクライアントになり，
それぞれのサーブレット，JSPまたはMessage-driven Beanから，APサーバ 3の
Session Beanを呼び出します。

サーバ間連携と同時に，必要に応じて，アプリケーションを分割するなど，アプリケー
ションの形態も見直します。また，複数のシステム間で連携する場合も，それぞれのシ
ステムに含まれるサーバ間の連携方法を検討する必要があります。

（4） トランザクションの種類を検討する

データベースなどのリソースを使用するシステムの場合に，トランザクション管理の対
象になるリソースの数に応じて，使用するトランザクションの種類を検討します。

（5） ロードバランスクラスタによる負荷分散方式を検討する

システムの可用性を高めるために，ロードバランスクラスタ構成によって負荷を分散す
るかどうか検討します。負荷を分散する場合は，アクセスポイントになるコンポーネン
トの種類に応じてどの方式で実現するかを検討します。

（6） サーバ間の非同期通信をするための構成を検討する

Message-driven Beanを使用してアプリケーションサーバ間での非同期通信をする場合
に，利用する製品に応じたシステムの構成を検討します。なお，Message-driven Bean
による負荷分散についても，あわせて検討します。

（7） 運用管理プロセスの配置を検討する

運用管理プロセス（Management Server）を利用する場合に，管理対象にする範囲に
よって，Management Serverをどのサーバマシンに配置するかを検討します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（8） セッション情報の引き継ぎを検討する

Webフロントシステムで動作する J2EEアプリケーションまたは J2EEサーバに障害が
発生した場合に，セッション情報をほかの J2EEサーバに引き継ぐための構成について
検討します。

（9） クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えまたはリソース解
放を実現するための構成を検討する

一つのアプリケーションサーバに障害が発生した場合およびシステムを保守する場合を
考慮して，クラスタソフトウェアによって系切り替えを実行して，システムの運用を続
行させるための構成を検討します。このとき，実行系と待機系がそれぞれ相互に切り替
え対象になる構成（相互スタンバイ構成）も検討できます。また，トランザクション
サービスを使用している場合は，障害発生時にリソースを解放するためのリカバリサー
バを利用するための構成も検討します。

なお，この構成は，Solarisの場合には使用できません。

（10） ファイアウォールの配置を検討する

アプリケーションサーバおよびリソースのセキュリティを確保するための，ファイア
ウォールの配置について検討します。ファイアウォールは，アクセスポイントになるコ
ンポーネントの前に配置して，アクセスポイントに対する不正なアクセスを防止します。
ファイアウォールを配置するポイントは，アクセスポイントによって決まります。なお，
「3.12　ファイアウォールを使用する構成を検討する」では，基本的なファイアウォール
の配置についてだけを示します。侵入検知システムも含めたセキュリティ構成の詳細に
ついては，「10.10.2　ファイアウォールと侵入検知システムを配置する」を参照してくだ
さい。

（11） DMZへのリバースプロキシの配置を検討する

インターネットと接続するシステムの場合などには，アプリケーションサーバおよびリ
ソースのセキュリティを確保するために，DMZへのリバースプロキシの配置を検討しま
す。

（12） 性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する

性能解析に使用するプロセスである PRFデーモン（パフォーマンストレーサ）の配置に
ついて検討します。

（13） アプリケーションサーバ以外の製品との連携を検討する

システムの集中監視，構成管理，自動運転などをしたい場合には，必要に応じて JP1な
どのアプリケーションサーバ以外の製品との連携を検討します。

（14） 任意のプロセスを運用管理の対象にする

ユーザが定義する任意のプロセスをユーザサーバとしてManagement Serverによる運
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
用管理の対象にしたい場合には，ユーザサーバの配置について検討します。

（15） そのほかの構成を検討する

(14)までで検討した以外の構成について検討します。また，必要に応じて，07-00より前
のアプリケーションサーバで構築しているシステムとの互換性を持つシステム構成も検
討します。

3.1.3　システム構成の考え方
ここでは，システム構成を検討するときの基本的な考え方について説明します。アプリ
ケーションサーバで構築する実行環境は，複数のプロセスで構成されます。また，各プ
ロセスには，提供する機能ごとに，複数のレイヤがあります。このレイヤを，機能レイ
ヤといいます。

実行環境では，各機能レイヤをそれぞれ異なるサーバに配置できます。配置は，システ
ムの規模や目的に応じて検討する必要があります。

機能レイヤの配置例を次の図に示します。

図 3-5　機能レイヤの配置例

ここでは，次の機能レイヤを実行環境に配置する場合の構成の考え方について説明しま
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
す。

• Webサーバ
• Webコンテナ
• CTM
• EJBコンテナ
• JCA
• EIS
• ネーミングサービス
• 運用管理サーバ 

（1） WebサーバとWebコンテナ（J2EEサーバ）の配置

Webサーバは，Webコンテナに対する HTTPリクエストのディスパッチ処理のほか，業
務処理に含まれる静的コンテンツの処理を実行します。Webコンテナは，J2EEサーバ
の一部として動作して，サーブレットおよび JSPを実行するための基盤になる機能で
す。WebサーバとWebコンテナは同じホストまたは異なるホストに配置できます。な
お，インプロセスHTTPサーバを使用する場合は，Webサーバは不要です。

WebサーバとWebコンテナを動作させる J2EEサーバの関係は，1対 1で配置すること
をお勧めします。なお，負荷分散をする場合は，Webサーバのフロントに負荷分散機を
配置することをお勧めします。

これを踏まえた上で，次の説明を参照して，システム構成を決定してください。

•「3.4.1　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構成（Webサーバ連携の
場合）」

•「3.4.2　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構成（インプロセス
HTTPサーバを使用する場合）」

•「3.17.1　Webサーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置する構成」

（2） CTMと EJBコンテナ（J2EEサーバ）の配置

CTMは，OLTP技術に対応して，クライアントからのリクエストのスケジューリングを
する機能です。EJBコンテナは，J2EEサーバの一部として動作して，Enterprise Bean
の実行および通信，トランザクション管理などのシステムレベルのサービスを提供する
ための基盤になる機能です。

CTMでは，EJBコンテナに対して送信された IIOPリクエストのスケジュール処理と負
荷分散処理を実行します。CTMは IIOPリクエストを処理するために特化された機能レ
イヤなので，EJBコンテナと別のホストに配置する必要はありません。IIOPリクエスト
の負荷分散は，CTM間のデータ転送で実現されます。ただし，CTMによる負荷分散の
対象になるのは，Stateless Session Beanだけです。

CTMと EJBコンテナの関係は，1対多にして，それぞれロードバランスクラスタ構成
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
にすることをお勧めします。これによって，スループットが向上します。また，拡張性
と性能が高いシステムを構築できます。また，クラスタ構成にすれば障害発生時の部分
縮退や部分回復ができるようになるので，信頼性と可用性も向上します。

これを踏まえた上で，次の説明を参照して，システム構成を決定してください。

•「3.4.4　CTMを使用する場合に Stateless Session Beanをアクセスポイントに使用す
る構成」

•「3.7.4　CTMを利用した負荷分散（Stateless Session Beanの場合）」

（3） JCAと EISの配置

JCAは，既存システムやデータベースなどの EISと接続するためのサポート機能を提供
します。

EISに対して，JCAではコネクションプーリング処理をします。EISを一つのサーバで
構築している場合，JCAと EISの関係は，多対 1になります。EISを複数のサーバで構
築している場合は，JCAと EISの関係は多対多になります。JCAでは，EISとの接続で
障害が発生した場合に，自動回復する機能を持っているので，信頼性と可用性が確保さ
れています。

（4） ネーミングサービスの配置

ネーミングサービスは，名前からオブジェクトを利用できるようにするネーミング管理
機能を提供します。ネーミングサービスは，Cosminexus TPBrokerによって提供される
サービスです。J2EEサーバのインプロセスで起動することをお勧めします。

インプロセスで起動することによって，アプリケーションサーバ内のプロセス数が削減
できます。また，個別プロセスとしての起動処理や停止処理が不要になり，運用性が向
上します。

（5） 運用管理プロセスの配置

Management Serverは，アプリケーションサーバ全体を運用管理するための機能を集約
したサーバです。システムの運用管理，監視の対象範囲となるドメイン内に一つ配置し
ます。

ここでは，J2EEサーバなどのほかのプロセスとは別のホストに配置した構成を使用して
説明していますが，同じホストに配置した構成にすることもできます。

運用管理，監視の対象になるプロセスを配置したホストには，それぞれ運用管理エー
ジェントを起動します。運用管理エージェントは，運用管理サーバからの指示を受けて，
各ホストで操作を実行します。

運用管理者は，Smart Composer機能またはManagement Serverのコマンドを使用し
て，運用管理を実行します。これらのコマンドは，Management Serverを配置したホス
トで実行します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
参考
 

開発環境やテスト環境で運用管理を実行する場合には，必要に応じて次の機能も使用できま
す。
• 運用管理ポータル

WebブラウザからManagement Serverを配置したホストにアクセスして実行します。

なお，運用管理ポータルを使用する場合は，必要に応じて管理クライアントマシンを用意し
てください。

運用管理プロセスを配置した構成については，「3.9　運用管理プロセスの配置を検討す
る」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.2　システム構成の説明について
3章では，システム構成を検討するための，さまざまなシステム構成パターンを示して，
それぞれの特徴について説明します。この節では，システム構成の説明をお読みになる
前に確認していただきたい，各システム構成パターンに共通する留意点について説明し
ます。また，この章のシステム構成図で使用する図の凡例についてもあわせて説明しま
す。これらをご確認の上，次節以降をお読みください。

参考
 

ここで説明する凡例は，「4.　システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」お
よび「10.10.2　ファイアウォールと侵入検知システムを配置する」にも当てはまります。

（1） この章のシステム構成に共通する留意点

各システム構成に共通して，次のことに留意してください。

●この章では，Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseを使
用した場合のシステム構成について説明しています。必要に応じて，この章で使用し
ている用語を，ご利用の製品に読み替えてください。
ご利用の製品とこの章で使用している製品の対応を次の表に示します。

表 3-2　ご利用の製品とこの章で使用している製品の対応

注※　テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

●システム構成の例では，主に，アプリケーションサーバを役割ごとに 1台ずつ配置し
た例を示していますが，実際の構成では，スケーラビリティと可用性を考慮して負荷
分散機などを使用したクラスタ構成にすることをお勧めします。これによって，トラ
ブルが発生した場合やサーバのメンテナンスが必要な場合に，サービスが完全に止ま
ることを防げます。負荷分散をする構成については，「3.7　ロードバランスクラスタ
による負荷分散方式を検討する」を参照してください。

●この章では，Management Serverを利用して運用することにした場合の例を示して
います。Management Serverを利用しないで運用する場合，次のプロセスは不要で
すので，省略してお読みください。
• Management Server

ご利用の製品 この章で記載している製品

uCosminexus Developer Professional※ Application Serverおよび Application 
Server Enterprise

uCosminexus Developer Standard※ Application Server

uCosminexus Service Architect※ Application Serverおよび Application 
Server Enterprise

uCosminexus Service Platform
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• 運用管理エージェント

運用管理に必要なプロセスだけを起動するマシンを運用管理サーバマシンといいます。
なお，Management Serverを利用しないで運用する場合，運用管理サーバマシンは
不要です。

●アクセスポイントがサーブレット／ JSPのとき，この章では主に，Webサーバ連携の
場合の構成例を示しています。インプロセスHTTPサーバを使用する場合は，次のプ
ロセスは不要ですので，省略してお読みください。
• Webサーバ

● PRFデーモンは，性能解析トレースファイルを出力するためのプロセスです。アプリ
ケーションサーバには必ず配置し，EJBクライアントには必要に応じて配置します。
PRFデーモンの配置についての考え方については，「3.14　性能解析トレースファイ
ルを出力するプロセスを配置する」を参照してください。

（2） システム構成図で使用する図の凡例

ここでは，3章および 4章のシステム構成図で使用する凡例を示します。

図 3-6　システム構成図で使用する図の凡例

また，ホストを表す色は，Management Serverによって運用管理する場合のホストの分
類を表しています。
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図 3-7　システム構成図で使用する図の凡例（ホストの分類）

なお，ここで示した以外の凡例については，それぞれの図で示します。
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3.3　アプリケーションの構成を検討する
この節では，アプリケーションの構成の検討方法について説明します。

アプリケーションは，構成するコンポーネントの種類によって分類できます。分類ごと
に，クライアント側から見たアクセスポイントがあります。ここでは，アプリケーショ
ンを構成するコンポーネントの種類と，各アプリケーションでアクセスポイントになる
コンポーネントについて説明します。また，接続するリソースの種類に応じたリソース
アダプタの種類についても説明します。

3.3.1　アプリケーションの構成とアクセスポイント
ここでは，アプリケーションを構成するコンポーネントの種類と，それぞれの構成の場
合のアクセスポイントについて説明します。

アプリケーションを構成するコンポーネントには，次の種類があります。

●サーブレットと JSP

● Session Beanと Entity Bean

● Message-driven Bean

（1） サーブレットと JSPで構成されるアプリケーション

サーブレットと JSPは，クライアントマシンのWebブラウザに表示するプレゼンテー
ションを，動的に生成するためのコンポーネントです。クライアントであるWebブラウ
ザから，HTTPまたは HTTPSによってWebサーバ経由でアクセスされます。

サーブレットと JSPで構成されるアプリケーションの場合，クライアントから見たアク
セスポイントになるコンポーネントは，フロントに配置されたサーブレットまたは JSP
になります。

サーブレットと JSPで構成されるアプリケーションを次の図に示します。

図 3-8　サーブレットと JSPで構成されるアプリケーション
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注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

サーブレットまたは JSPからは，JavaBeansや Javaクラスなど，ほかのコンポーネン
トを呼び出せます。また，Session Beanや Entity Beanを呼び出すこともできます。こ
の場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコンポーネントは，フロント
に配置したサーブレットまたは JSPになります。

図 3-9　サーブレットと JSPからほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポイ
ント

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

このアプリケーションは，主にWebフロントシステムで動作します。

（2） Session Beanと Entity Beanで構成されるアプリケーション

Session Beanと Entity Beanは，ビジネスロジックを実装するためのコンポーネントで
す。EJBクライアントから，RMI-IIOPによってアクセスされます。なお，EJBクライ
アントとは，Enterprise Beanを呼び出すコンポーネントの総称です。クライアントマシ
ンで動作する EJBクライアントアプリケーション，ほかの J2EEサーバで動作している
サーブレット，JSP，Session Bean，Entity BeanまたはMessage-driven Beanが該当
します。

Session Beanと Entity Beanで構成されるアプリケーションの場合，アクセスポイント
になるコンポーネントは，フロントに配置された Session Beanまたは Entity Beanにな
ります。
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Session Beanと Entity Beanで構成されるアプリケーションを次の図に示します。

図 3-10　Session Beanと Entity Beanで構成されるアプリケーション

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

Session Beanまたは Entity Beanからは，JavaBeansや Javaクラスなど，ほかのコン
ポーネントを呼び出せます。また，ほかの Session Beanや Entity Beanを呼び出すこと
もできます。ただし，この場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコン
ポーネントは，フロントに配置した Session Beanまたは Entity Beanになります。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-11　Session Beanまたは Entity Beanからほかのコンポーネントを呼び出す場合の
アクセスポイント

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

このアプリケーションは，主にバックシステムで動作します。

（3） Message-driven Beanで構成されるアプリケーション

Message-driven Beanは，メッセージ駆動型のシステムでビジネスロジックを実装する
ためのコンポーネントです。次のどれかの方法でアクセスされます。

● Cosminexus JMSプロバイダ経由のアクセス

● TP1/Message Queueおよび TP1/Message Queue - Access経由でのアクセス

●データベース（HiRDBまたは Oracle）および Cosminexus RM経由でのアクセス

● TP1インバウンド連携でのアクセス

なお，Message-driven Beanをアクセスポイントとする構成の場合，リソースアダプタ
として，次のどれかが必要です。

● CJMSPリソースアダプタ※

● TP1/Message Queue - Access

● Cosminexus RM※

Cosminexus RMは，DB Connector for Cosminexus RM※と組み合わせて使用しま

す。
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● TP1インバウンドアダプタ※

注※　アプリケーションサーバが提供するリソースアダプタです。

Message-driven Beanで構成されるアプリケーションの場合，アクセスポイントになる
コンポーネントは，Message-driven Beanになります。

Message-driven Beanで構成されるアプリケーションを次の図に示します。

図 3-12　Message-driven Beanで構成されるアプリケーション（Cosminexus JMSプロ
バイダ経由の場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

図 3-13　Message-driven Beanで構成されるアプリケーション（TP1/Message Queue - 
Access経由の場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-14　Message-driven Beanで構成されるアプリケーション（Cosminexus RM経由の
場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

図 3-15　Message-driven Beanで構成されるアプリケーション（TP1インバウンド連携
の場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

Message-driven Beanからは，JavaBeansや Javaクラスなど，ほかのコンポーネント
を呼び出せます。また，Session Beanや Entity Beanを呼び出すこともできます。ただ
し，この場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコンポーネントは，
Message-driven Beanになります。例を示します。
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図 3-16　Message-driven Beanからほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポ
イント（TP1/Message Queue - Access経由の場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

図 3-17　Message-driven Beanからほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポ
イント（Cosminexus RM経由の場合）

注　これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
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さい。

このアプリケーションは，主にバックシステムで動作します。

3.3.2　リソースの種類とリソースアダプタ
アプリケーションサーバのシステムでは，次のリソースと接続できます。

• データベース（HiRDB，Oracle，SQL Serverまたは XDM/RD E2）
• OpenTP1の TP1/Message Queue
• OpenTP1の SPP
• OpenTP1の SUP
• Cosminexus JMSプロバイダの CJMSPブローカー
• メールコンフィグレーション
• JavaBeansリソース

OpenTP1の SUPとは，Inboundで接続します。なお，メールコンフィグレーションま
たは JavaBeansリソースを使用する場合，リソースアダプタは不要です。

ここでは，アプリケーションが接続するリソースの種類ごとに，使用するリソースアダ
プタについて説明します。

ポイント
 

アプリケーションサーバでは，Connector 1.0または Connector 1.5仕様に準拠したリソー
スアダプタを利用できます。
ここで説明する以外のリソースアダプタについては，ご使用のリソースアダプタの説明をご
確認ください。

（1） データベースと接続するためのリソースアダプタ（JDBCインタフェース
を使用する場合）

JDBCインタフェースを使用してデータベースと接続する場合，リソースアダプタとし
て DB Connectorを使用します。DB Connectorを使用すると，サーブレット，JSP，
Session Bean，Entity BeanまたはMessage-driven Beanから，JDBCインタフェース
を使用してデータベースにアクセスできます。

なお，アプリケーションサーバがリソースアダプタを使用してアクセスできるデータ
ベースは，HiRDB，Oracle，SQL Serverまたは XDM/RD E2です。リソースアダプタ
を使用してデータベースにアクセスする場合の構成を，データベースの種類ごとに図に
示します。

● HiRDBにアクセスする場合の構成
HiRDBに接続する場合，J2EEサーバと同じマシンに，HiRDB Type4 JDBC Driver
が必要となります。
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HiRDBにアクセスする場合の構成を次の図に示します。

図 3-18　リソースアダプタを使用して HiRDBにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

● Oracleにアクセスする場合の構成
Oracleに接続する場合，J2EEサーバと同じマシンに，Oracle JDBC Thin Driverが
必要となります。
Oracleにアクセスする場合の構成を次の図に示します。

図 3-19　リソースアダプタを使用して Oracleにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

● SQL Serverにアクセスする場合の構成
SQL Serverに接続する場合，J2EEサーバと同じマシンに，SQL Serverの JDBCド
ライバが必要となります。
SQL Serverにアクセスする場合の構成を次の図に示します。
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図 3-20　リソースアダプタを使用して SQL Serverにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

● XDM/RD E2にアクセスする場合の構成
XDM/RD E2に接続する場合，J2EEサーバと同じマシンに，HiRDB Type4 JDBC 
Driverが必要となります。
XDM/RD E2にアクセスする場合の構成を次の図に示します。

図 3-21　リソースアダプタを使用して XDM/RD E2にアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

（2） データベースと接続するためのリソースアダプタ（JMSインタフェース
を使用する場合）

JMSインタフェースを使用してデータベースと接続する場合，リソースアダプタとして
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DB Connector for Cosminexus RMを使用します。DB Connector for Cosminexus RM
は，Cosminexus RMと連携するためのリソースアダプタです。Cosminexus RMを使用
すると，サーブレット，JSP，Session Bean，Entity BeanまたはMessage-driven 
Beanから，JMSインタフェースを使用してデータベース上に実現したキューにアクセ
スできます。この場合，J2EEサーバ上では，Cosminexus RMのライブラリが動作し
て，キューのデータはデータベースに保存されます。なお，Cosminexus RMはアプリ
ケーションサーバの構成ソフトウェアです。

Cosminexus RMを使用してデータベースにアクセスする場合の構成を，HiRDBにアク
セスする場合と，Oracleにアクセスする場合に分けて，図に示します。

図 3-22　Cosminexus RMを使用して HiRDBにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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図 3-23　Cosminexus RMを使用して Oracleにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

（3） OpenTP1の TP1/Message Queueに接続するためのリソースアダプタ

OpenTP1のメッセージキューイング機能である TP1/Message Queueと接続する場合，
リソースアダプタとして TP1/Message Queue - Accessを使用します。TP1/Message 
Queue - Accessを使用すると，サーブレット，JSP，Session Bean，Entity Beanまた
はMessage-driven Beanから，JMSインタフェースを使用して TP1/Message Queueに
アクセスできます。この場合，J2EEサーバと同じマシンに，TP1/Message Queue - 
Accessが必要となります。

リソースアダプタを使用して TP1/Message Queueにアクセスする場合の構成を，次の
図に示します。

図 3-24　リソースアダプタを使用して TP1/Message Queueにアクセスする場合の構成
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注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

（4） OpenTP1の SPPと接続するためのリソースアダプタ

OpenTP1の SPP（サービス提供プログラム：Service Providing Program）と接続する
場合，リソースアダプタとして uCosminexus TP1 Connectorおよび TP1/Client/Jを使用
します。uCosminexus TP1 Connectorおよび TP1/Client/Jを使用すると，サーブレッ
ト，JSP，Session Bean，Entity BeanまたはMessage-driven Beanから，OpenTP1の
SPPにアクセスできます。このとき，J2EEサーバと同じマシンに，uCosminexus TP1 
Connectorおよび TP1/Client/Jが必要となります。

リソースアダプタを使用して OpenTP1の SPPにアクセスする場合の構成を，次の図に
示します。

図 3-25　リソースアダプタを使用して OpenTP1の SPPにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

（5） OpenTP1の SUPと接続するためのリソースアダプタ

TP1インバウンド連携機能を利用して OpenTP1の SUP（サービス利用プログラム：
Service Using Program）と接続する場合，リソースアダプタとして TP1インバウンド
アダプタを使用します。TP1インバウンド連携機能を利用すると，OpenTP1の SUPか
ら，J2EEサーバ上で動作するMessage-driven Beanに Inboundでアクセスできます。
このとき，J2EEサーバと同じマシンに，TP1インバウンドアダプタが必要となります。

リソースアダプタを使用して OpenTP1の SUPから Inboundでアクセスする場合の構成
を，次の図に示します。
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図 3-26　リソースアダプタを使用して OpenTP1の SUPから Inboundでアクセスする場
合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

（6） Cosminexus JMSプロバイダの CJMSPブローカーと接続するためのリ
ソースアダプタ

Cosminexus JMSプロバイダの CJMSPブローカーと接続する場合，リソースアダプタ
として CJMSPリソースアダプタを使用します。CJMSPリソースアダプタを使用する
と，サーブレット，JSP，Session Bean，Entity BeanまたはMessage-driven Beanか
ら，JMSインタフェースを使用して CJMSPブローカーにアクセスできます。このと
き，J2EEサーバと同じマシンに，CJMSPリソースアダプタが必要となります。

リソースアダプタを使用して CJMSPブローカーにアクセスする場合の構成を，次の図
に示します。
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図 3-27　リソースアダプタを使用して CJMSPブローカーにアクセスする場合の構成

注　凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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3.4　クライアントとサーバの構成を検討する
この節では，クライアントとサーバの構成の種類と，それぞれの場合に各マシンに配置
するプロセスについて説明します。また，それぞれの構成の特徴についても説明します。

クライアントとサーバの構成を検討するためには，処理を呼び出す側であるクライアン
トと呼び出される側であるサーバの対応を決めて，サーバ側で動作するアプリケーショ
ンのアクセスポイントを明確にする必要があります。

ここでは，次のコンポーネントをアクセスポイントとするクライアントとサーバの構成
について説明します。なお，サーブレットと JSPをアクセスポイントにする構成につい
ては，Webサーバ連携の場合とインプロセス HTTPサーバを使用する場合に分けて説明
します。

●サーブレットと JSP

● Session Beanと Entity Bean

● CTMを使用する場合の Stateless Session Bean

以降，アプリケーションサーバを配置したマシンをアプリケーションサーバマシン，ク
ライアントとして使用するマシンをクライアントマシンといいます。

3.4.1　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構
成（Webサーバ連携の場合）

サーブレットと JSPがアクセスポイントになる，Webベースのシステム構成について説
明します。この構成をWebクライアント構成といいます。Webフロントシステムで使用
できる構成です。ここでは，Webサーバ連携の場合の構成について説明します。

また，この構成でインターネットに接続する場合，セキュリティの観点から，アプリ
ケーションサーバと同じマシンに配置するWebサーバとは別に，DMZにリバースプロ
キシの機能を持つWebサーバを配置することをお勧めします。詳細は，「3.13　DMZへ
のリバースプロキシの配置を検討する」を参照してください。

（1） システム構成の特徴

Webフロントシステムで，Webブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。

最も基本的なWebクライアント構成は，クライアントマシンと 1台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。1台のアプリケーションサーバマシンで構築する
Webクライアント構成の例を次の図に示します。
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図 3-28　1台のアプリケーションサーバマシンで構築するWebクライアント構成の例
（Webサーバ連携の場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
クライアントで使用するソフトウェアはWebブラウザだけです。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSPは，J2EEサーバ上で動作します。こ
れらのコンポーネントは，WebブラウザからWebサーバ経由でアクセスされます。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

必要なプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

● J2EEサーバ
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●運用管理エージェント

● PRFデーモン

なお，Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseには，Web
サーバである Hitachi Web Serverが含まれています。Windowsの場合，Webサーバに
Microsoft IISを使用することもできます。この場合は，ソフトウェアとしてMicrosoft 
IISが必要です。

（b）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（c）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

3.4.2　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構
成（インプロセス HTTPサーバを使用する場合）

サーブレットと JSPがアクセスポイントになる，Webベースのシステム構成について説
明します。ここでは，インプロセス HTTPサーバを使用する場合の構成について説明し
ます。

なお，この構成でインターネットに接続する場合，セキュリティの観点から，DMZにリ
バースプロキシの機能を持つWebサーバを配置してください。詳細は，「3.13　DMZへ
のリバースプロキシの配置を検討する」を参照してください。

（1） システム構成の特徴

Webフロントシステムで，Webブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。

最も基本的なWebクライアント構成は，クライアントマシンと 1台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。インプロセス HTTPサーバを使用する場合，
J2EEサーバのフロントにWebサーバを起動する必要がありません。J2EEサーバ上の
HTTPサーバの機能を使用します。

インプロセス HTTPサーバを使用する場合のWebクライアント構成の例を次の図に示し
ます。
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図 3-29　1台のアプリケーションサーバマシンで構築するWebクライアント構成の例
（インプロセス HTTPサーバを使用する場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
クライアントで使用するソフトウェアはWebブラウザだけです。
WebブラウザからWebサーバを経由しないで直接 J2EEサーバにアクセスできるた
め，性能上のメリットがあります。また，Webサーバを起動する必要がないため，
運用が簡易になります。
なお，インプロセスHTTPサーバを使用する場合，次の点に留意してください。
• インプロセス HTTPサーバでは，Webサーバとして動作するための最小限の機能
だけがサポートされています。このため，Webサーバのさまざまな機能を必要と
する場合は，この構成は適していません。リダイレクタモジュールを組み込んだ
Webサーバと連携する構成を選択してください。インプロセスHTTPサーバで使
用できる機能については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機
能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「4.2.2　インプロセス HTTPサーバで
使用できる機能」を参照してください。

• インプロセス HTTPサーバでは，HTTPSはサポートされていません。このため，
SSLを使用する場合には，プロキシサーバをフロントに配置してプロキシモ
ジュールを組み込んだWebサーバの SSL機能を使用するか，または，SSLアク
セラレータをフロントに配置してください。

• インターネットに接続するシステムでは，セキュリティ上の観点から，必ずリ
バースプロキシをフロントに配置してください。リバースプロキシを配置する構
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
成については，「3.13　DMZへのリバースプロキシの配置を検討する」を参照し
てください。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSPは，J2EEサーバ上で動作します。こ
れらのコンポーネントは，Webブラウザから直接アクセスされます。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

必要なプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（c）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

3.4.3　Session Beanと Entity Beanをアクセスポイントに使
用する構成

Session Beanと Entity Beanがアクセスポイントになり，クライアントで EJBクライ
アントアプリケーションを動作させるシステム構成について説明します。この構成を，
EJBクライアント構成といいます。

（1） システム構成の特徴

最も基本的な EJBクライアント構成は，クライアントマシンと 1台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
1台のアプリケーションサーバマシンで構築する EJBクライアント構成の例を次の図に
示します。

図 3-30　1台のアプリケーションサーバマシンで構築する EJBクライアント構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
Windowsの場合は，uCosminexus Clientを使用してクライアントマシンの環境を
構築できます。

リクエストの流れ
アクセスポイントである Session Beanと Entity Beanは，J2EEサーバ上で動作し
ます。
EJBクライアントアプリケーションからのリクエストは，RMI-IIOPによってアク
セスポイントに送られ，Session Beanと Entity Beanを呼び出します。このとき，
EJBクライアントアプリケーションは，J2EEサーバ内で動作しているネーミング
サービスから名前を検索（ルックアップ）して，Session Beanと Entity Beanにア
クセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（c） EJBクライアントマシン

EJBクライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server 
Enterpriseまたは uCosminexus Client（Windowsの場合）をインストールする必要が
あります。

起動するプロセスは，EJBクライアントアプリケーションのプロセスです。

3.4.4　CTMを使用する場合に Stateless Session Beanをアク
セスポイントに使用する構成

CTMを使用する場合の，Stateless Session Beanをアクセスポイントとするシステム構
成について説明します。

参考
 

ここでは，クライアントとして EJBクライアントアプリケーションを使用する EJBクライ
アント構成の例を示します。このほか，CTMゲートウェイ機能を使用すると，EJBクライ
アント以外のクライアントアプリケーションから J2EEサーバ上の EJBアプリケーション
を直接呼び出す構成も実現できます。これらの構成については，「3.15.3　CTMゲートウェ
イ機能を利用して EJBクライアント以外から Stateless Session Beanを呼び出す構成」を
参照してください。

（1） システム構成の特徴

EJBクライアント構成の一つです。アクセスポイントである Stateless Session Beanに
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
対して，CTMによってスケジューリングされたリクエストが送信されます。

CTMを使用する場合の EJBクライアント構成の例を次の図に示します。

図 3-31　CTMを使用する場合の EJBクライアント構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• CTMによってリクエストをスケジューリングすることで，サービス閉塞を実行し
たり同時実行数を制御したりするシステム運用ができるようになります。

• J2EEサーバを二つ以上起動することで，一つの J2EEサーバにトラブルが発生
した場合に，縮退運転をしてシステムの稼働を続けられます。

• Windowsの場合は，uCosminexus Clientを使用してクライアントマシンの環境
を構築できます。

リクエストの流れ
アクセスポイントである Stateless Session Beanは，J2EEサーバ上で動作します。
EJBクライアントアプリケーションからのリクエストは，CTM経由で送られ，
Stateless Session Beanを呼び出します。このとき，EJBクライアントアプリケー
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ションは，グローバル CORBAネーミングサービスから名前をルックアップして，
Stateless Session Beanにアクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterpriseをインストールす
る必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

●グローバル CORBAネーミングサービス

● CTMのプロセス群（CTMデーモンおよび CTMレギュレータ）

● CTMドメインマネジャ

●スマートエージェント

（b）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（c） EJBクライアントマシン

EJBクライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server 
Enterpriseまたは uCosminexus Client（Windowsの場合）をインストールする必要が
あります。

起動するプロセスは EJBクライアントアプリケーションのプロセスです。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.5　サーバ間での連携を検討する
この節では，複数のアプリケーションサーバ上の J2EEサーバで動作するアプリケー
ションを連携させる構成の種類と，それぞれの場合に各マシンに配置するプロセスにつ
いて説明します。また，それぞれの構成の特徴についても説明します。

なお，複数のアプリケーションサーバで構成するシステムの場合，呼び出し元になるア
プリケーションが動作しているアプリケーションサーバをクライアント側のアプリケー
ションサーバ，呼び出されるアプリケーションが動作しているアプリケーションサーバ
をサーバ側のアプリケーションサーバといいます。

ここでは，次に示す 2種類のサーバ間連携の構成について説明します。

● Session Beanと Entity Beanを呼び出すサーバ間連携

● CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出すサーバ間連携

3.5.1　Session Beanと Entity Beanを呼び出すサーバ間連携
ほかのアプリケーションサーバ上の J2EEサーバから Session Beanまたは Entity Bean
を呼び出す場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

クライアント側のアプリケーションサーバから，サーバ側のアプリケーションサーバを
呼び出す構成です。クライアント側のアプリケーションサーバでは，サーブレット，
JSP，Entity Bean，Session BeanまたはMessage-driven Beanで構成されるアプリ
ケーションが動作します。サーバ側のアクセスポイントになるコンポーネントは，
Session Beanまたは Entity Beanです。クライアント側のアプリケーションからの呼び
出しは，RMI-IIOPで実行されます。

Session Beanと Entity Beanを呼び出すサーバ間連携の構成の例を，次の図に示しま
す。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-32　Session Beanと Entity Beanを呼び出すサーバ間連携の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーション間連携で使用できる構成です。複数のクライアントアプリケー
ションから，サーバアプリケーションを呼び出す場合などに適用できます。

• システム間連携の場合にも使用できます。すでに構築されたクライアント側シス
テムとサーバ側システムをこのシステム構成にすることで，アプリケーションを
システム間で呼び出せます。

リクエストの流れ
サーバ側のアクセスポイントである Session Beanまたは Entity Beanへのリクエス
トは，クライアント側の J2EEサーバから送られます。
このとき，クライアント側では，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EEサー
バ内でインプロセスで起動されている CORBAネーミングサービスから名前をルッ
クアップして，Session Beanまたは Entity Beanにアクセスします。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

Session Beanまたは Entity Beanを呼び出すサーバ間連携の場合に，それぞれのマシン
に必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，リソースと接続
するために必要なプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討する」を
参照してください。

（a）クライアント側のアプリケーションサーバマシン（サーブレット／ JSPの実行環境）

サーブレットおよび JSPを動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシン
には，Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストー
ルする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）クライアント側のアプリケーションサーバマシン（Message-driven Beanの実行環境）

Message-driven Beanを動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシンに
は，Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストール
する必要があります。また，リソースアダプタとして TP1/Message Queue - Accessを使
用する場合は，TP1/Message Queue - Accessをインストールする必要があります。な
お，Cosminexus RMを使用する場合は，アプリケーションサーバに含まれているため，
個別にインストールする必要はありません。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（c）サーバ側のアプリケーションサーバマシン

サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（d）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

3.5.2　CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出すサーバ
間連携

CTMを使用する場合に，ほかのアプリケーションサーバ上の J2EEサーバから CTM経
由で Stateless Session Beanを呼び出すときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

クライアント側のアプリケーションサーバから，CTM経由でサーバ側のアプリケーショ
ンサーバを呼び出す構成です。クライアント側のアプリケーションサーバでは，サーブ
レット，JSP，Entity Bean，Session BeanまたはMessage-driven Beanで構成される
アプリケーションが動作します。サーバ側のアクセスポイントになるコンポーネントは，
Stateless Session Beanです。クライアント側のアプリケーションからの呼び出しは，
RMI-IIOPで実行されます。

CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出すサーバ間連携の構成の例を次の図に示し
ます。
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図 3-33　Stateless Session Beanを呼び出すサーバ間連携の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーション間連携で使用できる構成です。複数のクライアントアプリケー
ションから，サーバアプリケーションを呼び出す場合などに適用できます。

• システム間連携の場合にも使用できます。すでに構築されたクライアント側シス
テムとサーバ側システムをこのシステム構成にすることで，アプリケーションを
システム間で呼び出せます。

リクエストの流れ
サーバ側のアクセスポイントである Stateless Session Beanへのリクエストは，ク
ライアント側の J2EEサーバから CTM経由で送られます。
このとき，クライアント側では，サーバ側のアプリケーションサーバのグローバル
CORBAネーミングサービスから名前をルックアップして，CTM経由で Stateless 
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
Session Beanにアクセスします。
CTMを経由したリクエストは，CTMによって J2EEサーバ上で動作する Stateless 
Session Beanに適切に振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出すサーバ間連携の場合に，それぞれのマシ
ンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，リソースと接
続するために必要なプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討する」
を参照してください。

（a）クライアント側のアプリケーションサーバマシン（サーブレット／ JSPの実行環境）

サーブレットおよび JSPを動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシン
には，Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストー
ルする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）クライアント側のアプリケーションサーバマシン（Session Beanの実行環境）

Session Beanを動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシンには，
Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストールする
必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（c）サーバ側のアプリケーションサーバマシン

サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterpriseをイン
ストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
●グローバル CORBAネーミングサービス

● CTMのプロセス群（CTMデーモンおよび CTMレギュレータ）

● CTMドメインマネジャ

●スマートエージェント

（d）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server
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3.6　トランザクションの種類を検討する
この節では，トランザクションの種類ごとのシステム構成について説明します。

トランザクションに参加するリソースが一つの場合は，ローカルトランザクションを使
用します。トランザクションに参加するリソースが複数の場合は，グローバルトランザ
クションを使用します。また，サーバ間で連携する構成の場合に，それぞれの J2EE
サーバが異なるリソースに接続するときには，トランザクションコンテキストのプロパ
ゲーションも使用できます。

なお，接続するリソースとリソースアダプタの対応については，「3.3.2　リソースの種類
とリソースアダプタ」を参照してください。

参考
 

この節では，アプリケーションサーバによって開始されるトランザクションの種類ごとの構
成について説明しますが，EJBクライアントアプリケーションでもトランザクションを開始
できます。なお，EJBクライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合
は，EJBクライアントマシンに Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseが必要です。

3.6.1　ローカルトランザクションを使用する場合の構成
トランザクションに参加するリソースが一つの場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

サーブレット，JSPおよび Session Beanで構成される一つの J2EEアプリケーションか
ら，リソースアダプタ経由で一つのリソースマネジャにアクセスする場合の構成です。
アプリケーションからリソースマネジャへのアクセスで使用するトランザクションは，
リソースマネジャ側で管理されます。トランザクションの種類は XAインタフェースを
使用しない，ローカルトランザクションになります。

ローカルトランザクションを使用する場合の構成の例を，次の図に示します。
92



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-34　ローカルトランザクションを使用する場合の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
アプリケーションから一つのリソースマネジャにアクセスします。2フェーズコ
ミットは必要ありません。

アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
WebブラウザからWebサーバ経由でアクセスされたサーブレットおよび JSPは，
同じアプリケーション内の Session Beanをローカルで呼び出します。Session Bean
は，リソースアダプタを経由してリソースマネジャ（図 3-37の場合は HiRDB）に
アクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

ローカルトランザクションを使用する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェア
と起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

また，リソースマネジャと接続するために，次のソフトウェアが必要です。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
起動するプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）リソースマネジャが動作するマシン

リソースマネジャが動作するマシンには，次に示すソフトウェアのどれかをインストー
ルしてください。

● HiRDB（HiRDBと接続する場合）

● Oracle（Oracleと接続する場合）

● SQL Server（SQL Serverと接続する場合）

● XDM/RD E2（XDM/RD E2と接続する場合）

● TP1/Message Queue（TP1/Message Queueと接続する場合）

● TP1/Server Base（OpenTP1の SPPと接続する場合）

また，それぞれのリソースマネジャで必要なプロセスを起動してください。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

接続するリソースマネジャ 必要なソフトウェア

HiRDB HiRDB Run Timeまたは HiRDB Type4 JDBC Driver

Oracle Oracle Clientまたは Oracle JDBC Thin Driver

SQL Server SQL Serverの JDBCドライバ

XDM/RD E2 HiRDB Run Timeまたは HiRDB Type4 JDBC Driver

TP1/Message Queue TP1/Message Queue - Access

OpenTP1の SPP uCosminexus TP1 Connector
TP1/Client/J
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3.6.2　グローバルトランザクションを使用する場合の構成
トランザクションに参加するリソースが複数の場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

Session Beanを構成要素とする一つの J2EEアプリケーションから，リソースアダプタ
経由で複数のリソースマネジャにアクセスする構成です。アプリケーションからリソー
スマネジャへのアクセスで使用するトランザクションは，J2EEサーバ側で管理します。
トランザクションの種類は，XAインタフェースを使用するグローバルトランザクション
になります。

グローバルトランザクションを使用する場合の構成の例を，次の図に示します。この例
は，CTMを使用するシステムの場合の例です。

図 3-35　グローバルトランザクションを使用する場合の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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特徴
• アプリケーションから複数のリソースマネジャにアクセスします。2フェーズコ
ミットが必要になります。

• 一つのリソースマネジャにアクセスするアプリケーションと，複数のリソースマ
ネジャにアクセスするアプリケーションを混在させるシステムの場合も，この構
成にする必要があります。

アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
EJBクライアントアプリケーションからアクセスされた Stateless Session Beanは，
リソースアダプタを経由してリソースマネジャにアクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

グローバルトランザクションを使用する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェ
アと起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

また，リソースマネジャと接続するために，次のソフトウェアをインストールする必要
があります。

注　SQL Serverおよび XDM/RD E2はグローバルトランザクションでは使用できません。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

また，図 3-38のように CTMを使用する構成の場合は，Application Server Enterprise
をインストールして，上記のプロセスのほかに，グローバル CORBAネーミングサービ
ス，CTMのプロセス群，CTMドメインマネジャおよびスマートエージェントも起動す
る必要があります。詳細は，「3.5.2　CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出す
サーバ間連携」を参照してください。

接続するリソースマネジャ 必要なソフトウェア

HiRDB HiRDB Run Timeまたは HiRDB Type4 JDBC Driver

Oracle Oracle Clientまたは Oracle JDBC Thin Driver

TP1/Message Queue TP1/Message Queue - Access

OpenTP1の SPP uCosminexus TP1 Connector
TP1/Client/J
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（b）リソースマネジャが動作するマシン

リソースマネジャが動作するマシンには，次に示すソフトウェアのどれかをインストー
ルしてください。なお，SQL Serverおよび XDM/RD E2はグローバルトランザクショ
ンでは使用できません。

● HiRDB（HiRDBと接続する場合）

● Oracle（Oracleと接続する場合）

● TP1/Message Queue（TP1/Message Queueと接続する場合）

● TP1/Server Base（OpenTP1の SPPと接続する場合）

また，それぞれのリソースマネジャで必要なプロセスを起動してください。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）EJBクライアントマシン

EJBクライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server 
Enterpriseまたは uCosminexus Client（Windowsの場合）をインストールする必要が
あります。

起動するプロセスは，EJBクライアントアプリケーションのプロセスです。

3.6.3　トランザクションコンテキストのプロパゲーションを
使用する場合の構成

サーバ間で連携する構成の場合に，それぞれの J2EEサーバが異なるリソースに接続す
る構成について説明します。この構成では，トランザクションコンテキストのプロパ
ゲーションを使用します。なお，この構成の場合，CTMは使用できません。

（1） システム構成の特徴

複数の J2EEアプリケーションでサーバ間連携をする構成です。ここでは，サーブレッ
ト，JSP，および Session Beanで構成される J2EEアプリケーションと，Session Bean
だけで構成される J2EEアプリケーションでサーバ間連携をする例について説明します。
サーブレット，JSPおよび Session Beanで構成されるアプリケーションは，クライアン
ト側のアプリケーションサーバで動作し，Session Beanで構成される J2EEアプリケー
ションは，サーバ側のアプリケーションサーバで動作します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
それぞれの J2EEアプリケーションは，リソースアダプタ経由で異なるリソースマネ
ジャにアクセスします。この場合，リソースマネジャへのアクセスで使用するトランザ
クションは，J2EEサーバ側で管理します。このときのトランザクションの種類は，XA
インタフェースを使用するグローバルトランザクションになります。

なお，CTM経由で Stateless Session Beanを呼び出す構成では，トランザクションコン
テキストのプロパゲーションは使用できません。

トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用する場合の構成の例を次の図
に示します。この例では，J2EEアプリケーションは，それぞれ，データベースと
OpenTP1の SPPにアクセスします。

図 3-36　トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用する場合の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• サーバ間連携をするアプリケーションから複数のリソースマネジャにアクセスす
る場合に適用できます。

• サーバ間連携をする場合に，一つのリソースマネジャにアクセスするアプリケー
ションと，複数のリソースマネジャにアクセスするアプリケーションを混在させ
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
るシステムの場合は，この構成にする必要があります。

アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
WebブラウザからWebサーバ経由でアクセスされたサーブレットおよび JSPは，
同じアプリケーション内の Session Beanをローカルで呼び出します。Session Bean
は，トランザクションを開始して，データベースにアクセスしてから，サーバ側の
アプリケーションサーバ上の J2EEサーバで動作している Session Beanを呼び出し
ます。呼び出されたサーバ側のアプリケーションサーバ上の Session Beanは，
OpenTP1の SPPにアクセスします。クライアント側のアプリケーションサーバ上
の Session Beanは，サーバ側の Session Beanから制御が戻ると，トランザクショ
ンをコミットします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用するときに必要なソフトウェ
アと起動するプロセスは，「3.6.2　グローバルトランザクションを使用する場合の構成」
と同様です。ただし，コンテキストのトランザクションプロパゲーションを使用する場
合，CTMは使用できません。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.7　ロードバランスクラスタによる負荷分散方
式を検討する

この節では，ロードバランスクラスタによって負荷を分散するための構成について説明
します。

負荷分散は次の方法で実現します。アクセスポイントになるコンポーネントの種類に
よって，実現できるものが異なります。

●負荷分散機を利用する（サーブレット／ JSPの場合）

●ネーミングサービスを利用する（Session Bean／ Entity Beanの場合）

● CTMを利用する（Stateless Session Beanの場合）

負荷分散機を利用する構成については，Webサーバ連携の場合とインプロセス HTTP
サーバを利用する場合に分けて説明します。なお，アクセスポイントがMessage-driven 
Beanの場合の負荷分散については，「3.8.4　Message-driven Beanのインスタンスプー
ルを利用した負荷分散（TP1/Message Queueを使用する場合）」を参照してください。

3.7.1　Webサーバ連携時の負荷分散機を利用した負荷分散
（サーブレット／ JSPの場合）

負荷分散機（レイヤ 5スイッチ）によって負荷を分散する構成について説明します。こ
の方法は，サーブレットまたは JSPがアクセスポイントの場合に使用できます。

ここでは，Webサーバと連携する場合について説明します。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSPの場合に使用できる構成です。

負荷分散は，負荷分散機に対象となるアプリケーションサーバを登録することで実現で
きます。アプリケーションサーバを複数登録することで，クライアントからのアクセス
による負荷を分散できます。

負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-37　負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例（Webサーバと連携する場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• サーブレットと JSPのスケーラビリティと可用性を確保できます。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，負荷分散機から該当するアプリケーションサーバへのアクセス
を停止することで，システムの縮退運転ができます。

リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EEサーバ上のサーブレットと JSPへのリクエストは，
Webブラウザから，負荷分散機およびWebサーバ経由で送られます。その際，負荷
分散機では，Webブラウザからのアクセスを，それぞれのアプリケーションサーバ
上で動作しているWebサーバに対して振り分けます。なお，負荷分散機では，
HTTPセッションのスティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけ
も制御します。
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参考
 

• HTTPSを使用する場合に，負荷分散機でのリクエストの振り分けにリクエストの中身
（ヘッダなど）を使用するときは，負荷分散機のフロントに SSLアクセラレータを配置す
る必要があります。

• Smart Composer機能を使用する場合は，負荷分散機を冗長化構成で配置することもでき
ます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

負荷分散機を使用する場合にそれぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセ
スは，サーブレットと JSPをアクセスポイントにする構成と同じです。「3.4.1　サーブ
レットと JSPをアクセスポイントに使用する構成（Webサーバ連携の場合）」を参照し
てください。

3.7.2　インプロセス HTTPサーバ使用時の負荷分散機を利用
した負荷分散（サーブレット／ JSPの場合）

負荷分散機（レイヤ 5スイッチ）によって負荷を分散する構成について説明します。こ
の方法は，サーブレットまたは JSPがアクセスポイントの場合に使用できます。

ここでは，インプロセス HTTPサーバ機能を使用する場合について説明します。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSPの場合に使用できる構成です。

負荷分散は，負荷分散機に対象になるアプリケーションサーバを登録することで実現で
きます。アプリケーションサーバを複数登録することで，クライアントからのアクセス
による負荷を分散できます。

負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-38　負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例（インプロセス HTTPサーバを使用
する場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• サーブレットと JSPのスケーラビリティと可用性を確保できます。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，負荷分散機から該当するアプリケーションサーバへのアクセス
を停止することで，システムの縮退運転ができます。

• WebブラウザからWebサーバを経由しないで直接 J2EEサーバにアクセスできる
ため，性能上のメリットがあります。また，Webサーバを起動する必要がないた
め，運用が簡易になります。ただし，使用できる機能や構成について，留意する
必要があります。また，インターネットに接続する場合は，必ずリバースプロキ
シを組み込んだWebサーバをフロントに配置してください。詳細は，「3.4.2　
サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構成（インプロセス HTTP
サーバを使用する場合）」を参照してください。

リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EEサーバ上のサーブレットと JSPへのリクエストは，
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
Webブラウザから，負荷分散機経由で送られます。その際，負荷分散機では，Web
ブラウザからのアクセスを，それぞれのアプリケーションサーバ上で動作している
J2EEサーバに対して振り分けます。なお，負荷分散機では，HTTPセッションの
スティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけも制御します。

参考
 

HTTPSを使用する場合は，負荷分散機のフロントに SSLアクセラレータを配置する必要が
あります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

負荷分散機を使用する場合にそれぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセ
スは，サーブレットと JSPをアクセスポイントにする構成と同じです。「3.4.2　サーブ
レットと JSPをアクセスポイントに使用する構成（インプロセス HTTPサーバを使用す
る場合）」を参照してください。

3.7.3　CORBAネーミングサービスを利用した負荷分散
（Session Beanと Entity Beanの場合）

アクセスポイントになるコンポーネントが Session Beanまたは Entity Beanの場合に，
J2EEサーバ内（インプロセス）の CORBAネーミングサービスのラウンドロビン検索
機能を使用して負荷を分散する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，Session Beanまた
は Entity Beanの場合に使用できる構成です。クライアントは，EJBクライアントアプ
リケーションです。EJBクライアントアプリケーションは，システムプロパティに登録
した論理ネーミングサービスから，オブジェクトリファレンスをラウンドロビン方式で
ルックアップすることで，リクエストの振り分け先を分散します。ただし，それぞれの
J2EEサーバでは同じ名前（同じ別名）で Session Beanおよび Entity Beanを開始して
おく必要があります。

なお，EJBクライアントアプリケーションは，ラウンドロビン方式で J2EEサーバ内の
ネーミングサービスをルックアップしたあと再度ネーミングサービスをルックアップす
るまでの間は，同じ J2EEサーバにアクセスします。

Session Beanと Entity Beanを対象にした負荷分散の構成の例を次の図に示します。
104



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-39　Session Beanと Entity Beanを対象にした負荷分散の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• Session Beanと Entity Beanのスケーラビリティと可用性を確保できます。
• アプリケーションサーバを複数用意して，EJBクライアントからラウンドロビン
方式で CORBAネーミングサービスを選択してアクセスすることで，負荷を分散
できます。

• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合，EJBクライアントアプリケーションでは，J2EEサーバの終了を
検出したあと，該当するアプリケーションサーバにアクセスしません。このため，
システムの縮退運転ができます。

リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EEサーバ上の Session Beanと Entity Beanへのリクエ
ストは，EJBクライアントアプリケーションから送られます。その際，EJBクライ
アントアプリケーションでは，J2EEサーバ内のネーミングサービスをラウンドロ
ビン方式で選択して，オブジェクトリファレンスをルックアップします。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

CORBAネーミングサービスを使用して負荷を分散する場合にそれぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスは，Session Beanと Entity Beanをアクセスポイン
トにする構成と同じです。「3.4.3　Session Beanと Entity Beanをアクセスポイントに
使用する構成」を参照してください。

3.7.4　CTMを利用した負荷分散（Stateless Session Beanの
場合）

アクセスポイントになるコンポーネントが Stateless Session Beanの場合に，CTMに
よって負荷を分散する構成です。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが Stateless Session 
Beanの場合に，CTMを使用して実現する構成です。ここでは，クライアントが EJBク
ライアントアプリケーションの場合について説明します。

EJBクライアントアプリケーションは，システムプロパティに登録したグローバル
CORBAネーミングサービスからオブジェクトリファレンスをラウンドロビン方式で
ルックアップすることで，リクエストの振り分け先を分散します。ただし，それぞれの
J2EEサーバでは同じ名前（同じ別名）で Stateless Session Beanを開始しておく必要
があります。

Stateless Session Beanを対象にした CTMによる負荷分散の構成の例を次の図に示しま
す。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-40　Stateless Session Beanを対象にした CTMによる負荷分散の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• Stateless Session Beanの負荷の均衡を実現して，高い可用性を確保できます。
• EJBクライアントからのラウンドロビン方式によるグローバル CORBAネーミン
グサービスのルックアップと，CTMによるリクエストの振り分けによって，
J2EEサーバ間の負荷均衡が実現できます。

• Stateless Session Beanのスケールアウトが容易に実現できるので，アプリケー
ションサーバの稼働率を向上できます。

• 特定の J2EEサーバにトラブルが発生した場合，CTMによってほかの J2EEサー
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
バにリクエストをスケジューリングすることで，システムの縮退運転ができます。
また，EJBクライアントアプリケーションからは，トラブルを検知した J2EE
サーバにはアクセスされません。

リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EEサーバ上の Stateless Session Beanへのリクエスト
は，EJBクライアントから CTM経由で送られます。その際，EJBクライアント
は，グローバル CORBAネーミングサービスから Stateless Session Beanの
EJBHomeオブジェクトリファレンスの名前をルックアップします。そのあと，リ
クエストは CTMによって，適切なアプリケーションサーバ上の J2EEサーバに振
り分けられます。

CTMを使用して負荷を分散する場合，グローバル CORBAネーミングサービスを独立し
たマシンに配置することもできます。このとき，グローバル CORBAネーミングサービ
スを配置したマシンを，統合ネーミングスケジューラサーバといいます。

統合ネーミングスケジューラサーバを配置したシステムの構成を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-41　Stateless Session Beanを対象にした CTMによる負荷分散の構成の例（統合
ネーミングスケジューラサーバを配置した場合）

凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• Stateless Session Beanの負荷の均衡を実現して，高い可用性を確保できます。
• 統合ネーミングスケジューラサーバのレプリカを作成して複数配置することで，
ネーミングサービスの可用性を確保できます。

• EJBクライアントからのラウンドロビン方式によるグローバル CORBAネーミン
グサービスのルックアップと，CTMによるリクエストの振り分けによって，
J2EEサーバ間の負荷均衡が実現できます。

• Stateless Session Beanのスケールアウトが容易に実現できるので，アプリケー
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ションサーバの稼働率を向上できます。スケールアウト時に，EJBクライアント
で定義したグローバル CORBAネーミングサービスのリストを変更する必要はあ
りません。

• 特定の J2EEサーバにトラブルが発生した場合，CTMによってほかの J2EEサー
バにリクエストをスケジューリングすることで，システムの縮退運転ができます。
EJBクライアントアプリケーションからは，トラブルを検知した J2EEサーバに
はアクセスされません。

• EJBクライアントは，統合ネーミングスケジューラサーバ上のグローバル
CORBAネーミングサービスから Stateless Session Beanの EJBHomeオブジェ
クトリファレンスの名前をルックアップします。そのあと，アプリケーション
サーバの CTMデーモンに処理が振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

CTMを使用して負荷を分散する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動
するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterpriseをインストールす
る必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

●グローバル CORBAネーミングサービス

● CTMのプロセス群（CTMデーモンおよび CTMレギュレータ）

● CTMドメインマネジャ

●スマートエージェント

（b）統合ネーミングスケジューラサーバマシン

統合ネーミングスケジューラサーバを配置するシステム構成の場合，統合ネーミングス
ケジューラサーバマシンには，Application Server Enterpriseをインストールする必要
があります。

起動するプロセスは次のとおりです。J2EEサーバを起動する必要はありません。

●グローバル CORBAネーミングサービス

● CTMのプロセス群（CTMデーモン）

● CTMドメインマネジャ
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
●スマートエージェント

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）EJBクライアントマシン

EJBクライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server 
Enterprise，または uCosminexus Client（Windowsの場合）をインストールする必要
があります。

起動するプロセスは EJBクライアントアプリケーションのプロセスです。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.8　サーバ間で非同期通信をする場合の構成を
検討する

この節では，サーバ間でMessage-driven Beanを使用して非同期通信をする場合のシス
テム構成について説明します。アクセスポイントはMessage-driven Beanになります。

Message-driven Beanを使って非同期通信をするシステム構成としては，Cosminexus 
JMSプロバイダを使用するシステム構成，TP1/Message Queueを使用するシステム構
成，および Cosminexus RMを使用するシステム構成があります。JMSプロバイダと
Cosminexus RMは，アプリケーションサーバの構成ソフトウェアです。なお，
Cosminexus RMを使用したシステムでは，Message-driven Beanのインスタンスプー
ルを使用した負荷分散はできません。

3.8.1　Message-driven Beanをアクセスポイントに使用する
場合の構成（Cosminexus JMSプロバイダを使用する
場合）

ここでは，Cosminexus JMSプロバイダを使用して J2EEサーバ上のMessage-driven 
Beanを呼び出す構成について説明します。

メッセージの送信側のアプリケーションサーバから，CJMSPブローカーを経由して受信
側のアプリケーションサーバを呼び出す構成です。送信側のアプリケーションサーバで
は，サーブレット，JSP，Entity Bean，Session BeanまたはMessage-driven Beanで
構成されるアプリケーションが動作します。受信側のアクセスポイントになるコンポー
ネントは，Message-driven Beanです。

（1） システム構成の特徴

最も基本的なメッセージ駆動型のシステムの一つです。

Cosminexus JMSプロバイダを使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を
次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-42　メッセージ駆動型のシステム構成の例（Cosminexus JMSプロバイダを使用す
る場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
送信側のアプリケーションサーバでは，メッセージを送信するために JMSインタ
フェースを使用する J2EEクライアントアプリケーションと CJMSPリソースアダ
プタを使用します。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるMessage-driven Beanは，受信側のアプリケーションサー
バの J2EEサーバ上で動作します。リソースアダプタである CJMSPリソースアダ
プタのライブラリは，送信側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ，および受
信側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上で動作します。
送信側のアプリケーションサーバの J2EEアプリケーションからのリクエスト
（メッセージ）は，CJMSPブローカー経由で送られ，受信側のアプリケーション
サーバ上のMessage-driven Beanを呼び出します。
なお，送信側のアプリケーションサーバ，受信側のアプリケーションサーバおよび
CJMSPブローカーは，同じマシンに配置することもできます。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン（送信側のアプリケーションサーバマシン）

アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストールする
必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）アプリケーションサーバマシン（CJMSPブローカーを配置するマシン）

CJMSPブローカーを配置するマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動する必要があるプロセスは，CJMSPブローカーです。なお，CJMSPブローカー
は，Management Serverによる運用管理の対象になりません。

（c）アプリケーションサーバマシン（受信側のアプリケーションサーバマシン）

クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストールする
必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（d）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.8.2　Message-driven Beanをアクセスポイントに使用する
場合の構成（TP1/Message Queueを使用する場合）

ここでは，クライアントとして，TP1/Message Queueが動作しているMessage Queue
サーバを使用する場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

最も基本的なメッセージ駆動型のシステムの一つです。

TP1/Message Queueを使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を次の図に
示します。

図 3-43　メッセージ駆動型のシステム構成の例（TP1/Message Queueを使用する場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
クライアントに，TP1/Message Queueにメッセージを送信するMessage Queueク
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ライアントアプリケーションと TP1/Message Queueを使用します。なお，Message 
Queueクライアントアプリケーションとは，JMSインタフェースを使用する J2EE
アプリケーションです。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるMessage-driven Beanは，サーバ側のアプリケーション
サーバの J2EEサーバ上で動作します。リソースアダプタである TP1/Message 
Queue - Accessのライブラリは，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EEサー
バ，およびクライアント側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上で動作しま
す。
クライアント側のアプリケーションサーバの J2EEアプリケーションからのリクエ
スト（メッセージ）は，TP1/Message Queue経由で送られ，サーバ側のアプリケー
ションサーバ上のMessage-driven Beanを呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）

アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standardまたは Application Server Enterprise，および TP1/
Message Queue - Accessをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）Message Queueサーバマシン

Message Queueサーバマシンには，TP1/Message Queueをインストールする必要があ
ります。

起動する必要があるプロセスは，TP1/Message Queueのプロセスです。

（c）アプリケーションサーバマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）

クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standardまたは Application Server Enterprise，および TP1/
Message Queue - Accessをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。
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● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（d）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

3.8.3　Message-driven Beanをアクセスポイントに使用する
場合の構成（Cosminexus RMを使用する場合）

ここでは，クライアントとして，Cosminexus RMと連携しているデータベース
（HiRDBまたは Oracle）を使用する場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

最も基本的なメッセージ駆動型のシステムの一つです。

Cosminexus RMを使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を次の図に示し
ます。
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図 3-44　メッセージ駆動型のシステム構成の例（Cosminexus RMを使用する場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
クライアントに，Cosminexus RMにメッセージを送信する Cosminexus RMのクラ
イアントアプリケーションとデータベースサーバを使用します。なお，Cosminexus 
RMクライアントアプリケーションとは，JMSインタフェースを使用する J2EEア
プリケーションです。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるMessage-driven Beanは，サーバ側のアプリケーション
サーバの J2EEサーバ上で動作します。リソースアダプタである Cosminexus RM
のライブラリは，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上，およびク
ライアント側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上で動作します。
クライアント側のアプリケーションサーバの J2EEアプリケーションからのリクエ
118



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
スト（メッセージ）はデータベース上に実現されたキュー経由で送られ，サーバ側
のアプリケーションサーバ上のMessage-driven Beanを呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）サーバ側のアプリケーションサーバマシン

サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）データベースサーバマシン

データベースサーバマシンには，HiRDBまたは Oracleをインストールする必要があり
ます。

起動する必要があるプロセスは，HiRDBまたは Oracleのプロセスです。

（c）クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）

クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseをインストールする
必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（d）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server
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3.8.4　Message-driven Beanのインスタンスプールを利用し
た負荷分散（TP1/Message Queueを使用する場合）

アクセスポイントになるコンポーネントがMessage-driven Beanの場合に，J2EEサー
バごとのMessage-driven Beanのインスタンスのプール数に応じて負荷を分散する構成
について説明します。

なお，この構成によって負荷を分散できるのは，TP1/Message Queueを使用して
Message-driven Beanにアクセスする場合だけです。Cosminexus RMを使用して
Message-driven Beanにアクセスする場合は，Message-driven Beanのインスタンス
プールを利用した負荷分散はできません。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントがMessage-driven 
Beanである，メッセージ駆動型のシステムで使用できる構成です。Message Queueク
ライアントからのメッセージがMessage Queueサーバ上の TP1/Message Queueの
キューに到着すると，J2EEサーバ上でプールされているMessage-driven Beanのイン
スタンス数に応じて，Message-driven Beanが呼び出されます。

Message-driven Beanを対象にした負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-45　Message-driven Beanを対象にした負荷分散の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• Message-driven Beanの負荷分散を実現して，高い可用性を確保できます。
• アプリケーションサーバを複数用意することで，アプリケーションサーバの負荷
を分散できます。

• サーバ側のアプリケーションサーバで障害が発生した場合やアプリケーション
サーバのメンテナンスが必要な場合，TP1/Message Queueから該当するアプリ
ケーションサーバ上の J2EEサーバにはアクセスしません。このため，縮退運転
ができます。

リクエストの流れ
121



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
アクセスポイントであるサーバ側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上の
Message-driven Beanへのリクエスト（メッセージ）は，クライアント側のアプリ
ケーションサーバの J2EEサーバ上で動作する J2EEアプリケーションから，TP1/
Message Queue経由で送られます。TP1/Message Queueにメッセージが到着する
と，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EEサーバ上のMessage-driven Bean
が呼び出されます。その際，Message-driven Beanのインスタンスプールのプール
数に応じて，リクエストが振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

Message-driven Beanのインスタンスプールを使用して負荷を分散する場合に必要なソ
フトウェアと起動するプロセスは，Message-driven Beanをアクセスポイントにする構
成と同じです。「3.8.2　Message-driven Beanをアクセスポイントに使用する場合の構
成（TP1/Message Queueを使用する場合）」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.9　運用管理プロセスの配置を検討する
この節では，運用管理に使用するプロセスである，Management Serverの配置について
説明します。Management Serverは，複数のホスト上に構築されているアプリケーショ
ンサーバのシステム全体を一括管理，および一括運用するプロセスです。Management 
Serverを使用することで，各ホスト上のサーバの環境設定をまとめて実施したり，サー
バを一括起動したりできます。また，システム全体の状態を把握できます。

ここでは，次の構成を説明します。

●運用管理サーバにManagement Serverを配置する構成（運用管理サーバモデル）

●マシン単位にManagement Serverを配置する構成（ホスト単位管理モデル）

●コマンドを使用して運用する構成

なお，運用管理サーバモデルでManagement Serverを配置したマシンを，運用管理
サーバといいます。

参考
 

• Management Serverの機能を使用して，J2EEサーバ，SFOサーバ，またはバッチサー
バの稼働情報を監視・収集する場合，運用監視エージェントというエージェントプログラ
ムを使用します。監視対象にするホスト上で，監視対象にする J2EEサーバ，SFOサー
バ，またはバッチサーバに一つずつ含まれます。また，クラスタ構成の場合は，クラスタ
に含まれる J2EEサーバに一つずつ含まれます。

• 業務用のサーバを配置した LANと管理用のサーバを配置した LANに分けている場合，
運用管理サーバを管理用のサーバを配置した LANに置くこともできます。LANを分け，
一つのマシンを複数のネットワークセグメントに接続する場合，環境設定に注意が必要で
す。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータ
ル操作ガイド」の「付録 E　一つのマシンを複数のネットワークセグメントに接続する場
合の環境設定での注意」を参照してください。

3.9.1　運用管理サーバに Management Serverを配置する構
成

Management Serverを利用して運用する場合に，ドメイン内に一つ運用管理サーバを配
置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステムで，ドメイン内に運用管理サーバ
マシンを配置する構成です。Management Serverであらかじめ定義したドメイン（運用
管理ドメイン）内の運用管理および監視が実現できます。運用管理サーバマシンの
Management Serverは，それぞれのアプリケーションサーバに配置した運用管理エー
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ジェントと協調して，運用管理操作を実行します。

運用管理サーバにManagement Serverを配置する構成の例を次の図に示します。なお，
この例では，接続するリソースマネジャについては省略しています。

図 3-46　運用管理サーバにManagement Serverを配置する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• システムの一括運用に適しています。
• 独立した運用管理サーバ用のマシンを用意することをお勧めします。ただし，シ
ステム内の一つのアプリケーションサーバ内にManagement Serverを配置するこ
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ともできます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

運用管理サーバにManagement Serverを配置する構成の場合に，それぞれのマシンに
必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。

（a）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

ポイント
 

運用管理サーバマシンを用意できないときは，ドメイン内のどれかのアプリケーションサー
バが運用管理サーバを兼ねるシステム構成にもできます。
この場合は，運用管理サーバにするアプリケーションサーバマシンに，Management 
Serverのプロセスを配置してください。

（b）アプリケーションサーバマシン

運用管理サーバで運用管理するために，それぞれのアプリケーションサーバマシンで起
動するプロセスは次のとおりです。

●運用管理エージェント

これ以外にアプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，
使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソ
フトウェアとプロセスを配置してください。

3.9.2　マシン単位に Management Serverを配置する構成
Management Serverを利用して運用する場合に，それぞれのアプリケーションサーバマ
シンにManagement Serverを配置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステムで，Management Serverをそれぞ
れのアプリケーションサーバマシンに配置する構成です。アプリケーションサーバ単位
の運用管理および監視が実行できます。Management Serverは，運用管理エージェント
と協調して，運用管理操作を実行します。

マシン単位にManagement Serverを配置する構成の例を次の図に示します。なお，こ
の例では，接続するリソースマネジャについては省略しています。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-47　マシン単位にManagement Serverを配置する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーションサーバ単位の運用に適しています。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

マシン単位にManagement Serverを配置する構成の場合に，それぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

マシン単位の運用管理をするためにそれぞれのアプリケーションサーバマシンで起動す
るプロセスは次のとおりです。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
●Management Server

●運用管理エージェント

これ以外にアプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，
使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソ
フトウェアとプロセスを配置してください。

3.9.3　コマンドで運用する場合の構成
Management Serverを利用しないで運用する場合の構成について説明します。

Management Serverを利用しない場合は，定義ファイルの編集や，サーバ管理コマンド
の実行などによって，アプリケーションサーバを運用します。このとき，それぞれのア
プリケーションサーバに，運用管理エージェントおよびManagement Serverは不要で
す。アプリケーションサーバ以外の運用支援ソフトウェアなどを使用してシステムを管
理する場合に，この構成を検討してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.10　セッション情報の引き継ぎを検討する
この節では，セッション情報の引き継ぎを実現するためのシステム構成について説明し
ます。この構成は，J2EEサーバが負荷分散機によって冗長化されていることが前提で
す。

セッション情報を引き継ぐ構成には，次の二とおりがあります。

●データベースを使用する構成（データベースセッションフェイルオーバ機能を使用す
る場合）

● SFOサーバを使用する構成（メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合）
SFOサーバを使用する構成の場合，SFOサーバはシステムに一つまたは複数配置で
きます。SFOサーバにトラブルが発生した場合の影響範囲を小さくするために，一つ
の J2EEアプリケーションに対して一つの SFOサーバを配置することをお勧めしま
す。ここでは次の 2種類の構成を説明します。
• SFOサーバがシステムに複数存在する構成
• SFOサーバがシステムに一つだけ存在する構成

3.10.1　データベースを使用する構成（データベースセッ
ションフェイルオーバ機能）

データベースを使用してセッション情報を引き継ぐ構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

セッション情報を格納するためのデータベースを用意します。業務情報を格納するため
に使用しているデータベースがある場合は，同じデータベースを使用できます。

データベースを使用してセッション情報を引き継ぐ場合の構成の例を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-48　データベースを使用してセッション情報を引き継ぐ構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 特定の J2EEサーバでトラブルが発生した場合に，セッション情報をほかの

J2EEサーバに引き継げます。
• データベースサーバにトラブルが発生した場合も，データベースに格納したセッ
ション情報は残ります。データベースサーバ再起動後に利用できます。

リクエストの流れ
データベースでは，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報が冗長化されて管
理されています。
J2EEサーバがリクエストを受け付けてセッションが確立された時点で，データ
ベースに格納されたグローバルセッション情報にロックが掛けられます。J2EEア
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
プリケーションの処理が完了すると，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報
の内容に合わせてデータベースのグローバルセッション情報が更新されます。その
あとで，データベースのロックが解除されます。
J2EEサーバにトラブルが発生した場合は，データベースに格納したグローバル
セッション情報が別な J2EEサーバから取得され，セッション情報が引き継がれま
す。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

データベースセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，データベースに接続する
ためのソフトウェアをインストールする必要があります。必要なソフトウェアを次の表
に示します。

これ以外に必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用する機能に応じたシステム
構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェアとプロセスを配置し
てください。

（b）データベースサーバマシン

データベースが動作するマシンには，次に示すソフトウェアのどちらかをインストール
してください。

• HiRDB（HiRDBと接続する場合） 
• Oracle（Oracleと接続する場合） 

また，それぞれのデータベースで必要なプロセスを起動してください。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

使用するデータベース 必要なソフトウェア

HiRDB HiRDB Type4 JDBC Driver 

Oracle Oracle JDBC Thin Driver
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.10.2　SFOサーバがシステムに複数存在する構成（メモリ
セッションフェイルオーバ機能）

SFOサーバがシステムに複数存在する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作する J2EEアプリケーションごとに，SFOサーバを用意します。
J2EEアプリケーションと SFOサーバを 1:1にすることをお勧めします。これによって，
SFOサーバにトラブルが発生した場合の影響を最小限に抑えられます。これに対して，
複数の J2EEアプリケーションに対して一つの SFOサーバを配置した場合，SFOサー
バにトラブルが発生したときには，その SFOサーバに対応するすべての J2EEアプリ
ケーションのセッション情報が引き継げなくなります。

SFOサーバ上では，SFOサーバアプリケーションが動作しています。

システムに複数の SFOサーバが存在する場合の構成の例を次の図に示します。この例で
は，SFOサーバは J2EEサーバと異なるマシン上に配置されています。この構成の場
合，SFOサーバを配置したマシンを，セッションフェイルオーバサーバといいます。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-49　SFOサーバがシステムに複数存在する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 特定の J2EEサーバでトラブルが発生した場合に，セッション情報をほかの

J2EEサーバに引き継げます。
• SFOサーバにトラブルが発生した場合も，対応する J2EEアプリケーションだけ
に影響範囲を抑えられます。

リクエストの流れ
SFOサーバでは，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報が冗長化されて管理
されています。
J2EEサーバがリクエストを受け付けてセッションが確立された時点で，J2EEサー
バ上のセッションフェイルオーバ用フィルタによって SFOサーバ上のグローバル
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
セッション情報にロックが掛けられます。J2EEアプリケーションの処理が完了す
ると，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報の内容に合わせて SFOサーバ上
のグローバルセッション情報が更新されます。そのあとで，セッションフェイル
オーバ用フィルタによって SFOサーバ上のグローバルセッション情報のロックが解
除されます。
J2EEサーバにトラブルが発生した場合は，別な J2EEサーバから SFOサーバ上の
グローバルセッション情報が取得され，セッション情報が引き継がれます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合に必要なソフトウェアと起動する
プロセスは，使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応
じて必要なソフトウェアとプロセスを配置してください。

（b）セッションフェイルオーバサーバマシン

セッションフェイルオーバサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● SFOサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

3.10.3　SFOサーバがシステムに一つだけ存在する構成（メ
モリセッションフェイルオーバ機能）

SFOサーバがシステムに一つだけ存在する構成について説明します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作する複数の J2EEアプリケーションに対して，一つの SFOサーバ
を用意します。

SFOサーバ上では，SFOサーバアプリケーションが動作しています。

システムに SFOサーバが一つだけ存在する場合の構成の例を次の図に示します。なお，
この例では，SFOサーバは J2EEサーバと異なるマシン上に配置されています。

図 3-50　SFOサーバがシステムに一つだけ存在する構成の例（セッションフェイルオー
バサーバを配置した場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 特定の J2EEサーバでトラブルが発生した場合に，セッション情報をほかの
134



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
J2EEサーバに引き継げます。
• SFOサーバにトラブルが発生した場合は，システム上のすべての J2EEアプリ
ケーションでセッション情報が引き継げなくなります。

リクエストの流れ
SFOサーバでは，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報が冗長化されて管理
されています。
J2EEサーバがリクエストを受け付けてセッションが確立された時点で，J2EEサー
バ上のセッションフェイルオーバ用フィルタによって SFOサーバ上のグローバル
セッション情報にロックが掛けられます。J2EEアプリケーションの処理が完了す
ると，J2EEサーバ上のグローバルセッション情報の内容に合わせて SFOサーバ上
のグローバルセッション情報が更新されます。そのあとで，セッションフェイル
オーバ用フィルタによって SFOサーバ上のグローバルセッション情報のロックが解
除されます。
J2EEサーバにトラブルが発生した場合は，別な J2EEサーバから SFOサーバ上の
グローバルセッション情報が取得され，セッション情報が引き継がれます。

なお，SFOサーバは，J2EEサーバと同じマシンにも配置できます。

SFOサーバを J2EEサーバと同じマシンに配置する構成の例を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-51　SFOサーバを J2EEサーバと同じマシンに配置する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴およびリクエストの流れについては，別なマシンとしてセッションフェイルオーバ
サーバを配置する場合と同様です。

！！！！ 注意事項
 

この構成の場合，J2EEサーバのプロセス障害には対応できますが，アプリケーションサー
バ 1でハードウェア障害が発生した場合には対応できません。アプリケーションサーバで発
生するハードウェア障害に対応するためには，SFOサーバを別のマシンに配置してくださ
い。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
（a）アプリケーションサーバマシン

セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に必要なソフトウェアと起動するプロセ
スは，使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必
要なソフトウェアとプロセスを配置してください。

なお，SFOサーバを J2EEサーバと同じマシンに配置する場合は，次のプロセスを起動
してください。

● SFOサーバ

（b）セッションフェイルオーバサーバマシン

セッションフェイルオーバサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● SFOサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

なお，SFOサーバを J2EEサーバと同じマシンに配置する場合は，このマシンは不要で
す。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。
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3.11　クラスタソフトウェアを使用した障害時
の系切り替えを検討する

この節では，クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを実現するためのシ
ステム構成について説明します。

アプリケーションサーバのシステムでは，OSごとに，次のクラスタソフトウェアを使用
できます。

●Windowsの場合
Microsoft Cluster Service

● AIX，HP-UXまたは Linuxの場合
HAモニタ

● Solarisの場合
クラスタソフトウェアと連携したシステム運用はできません。

アプリケーションサーバで構築するシステムでは，クラスタソフトウェアを使用して，
次に示す構成を実現できます。なお，これらの構成は，Management Serverを利用して
運用することが前提になります。

●アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にする構成
実行系のアプリケーションサーバマシン 1台に対して待機系のアプリケーションサー
バマシンを 1台用意しておく構成です。実行系のアプリケーションサーバマシンにト
ラブルが発生してマシンが終了した場合，または運用管理エージェントが終了した場
合に，クラスタソフトウェアによって待機系のアプリケーションサーバを起動して処
理を切り替えます。トランザクションサービスを使用しない場合と使用する場合で，
共有ディスク装置の要否が異なります。なお，Microsoft Cluster Serviceを使用する
場合は，トランザクションサービスを使用しない場合も，共有ディスク装置が必要で
す。

●運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1にする構成
実行系の運用管理サーバマシン 1台に対して待機系の運用管理サーバマシンを 1台用
意しておく構成です。実行系の運用管理サーバマシンにトラブルが発生してマシンが
終了した場合，またはManagement Serverのプロセスが終了した場合に，クラスタ
ソフトウェアによって待機系の運用管理サーバを起動して処理を切り替えます。

●アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互スタンバイにする構成
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1：1にする構成の一つです。それぞれ
のアプリケーションサーバに同じ種類の J2EEサーバを配置して，異なる J2EEサー
バを起動しておくことで，それぞれのアプリケーションサーバが実行系として動作し
ながらお互いの待機系として機能します。どちらか一方の系に障害が発生すると，も
う一方の系に切り替えられます。これによって，少ない台数のアプリケーションサー
バマシンで，むだの少ない運用が可能になります。
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この構成では，それぞれのアプリケーションサーバマシンでManagement Serverを
起動して，それぞれに異なる運用管理ドメインを管理します。

● N台の実行系に対して 1台の待機系を用意する構成（リカバリ専用サーバを使用する
構成）
この構成は，J2EEサーバを冗長化した構成でグローバルトランザクションを使用す
る場合に，特定の J2EEサーバにトラブルが発生したときにトランザクションを決着
するためのシステム構成です。
N台の J2EEサーバを冗長化するためには，負荷分散機などを使用します。

●ホスト単位管理モデルの実行系と予備系を N：1にする構成
アプリケーションサーバマシン（ホスト）の実行系複数（1～ N台）と待機系 1台を
配置し，それぞれにManagement Serverおよび運用管理エージェントを配置するシ
ステムです。実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生したときに待機系
のアプリケーションサーバマシンに系を切り替えて，業務を続行できます。

3.11.1　アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にす
る構成（トランザクションサービスを使用しない場
合）

アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にする構成の場合に，トランザクショ
ンサービスを使用しないときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

ローカルトランザクションを使用する場合など，トランザクションサービスを使用しな
い場合のシステム構成です。

なお，ここでは，アプリケーションサーバを系切り替えする場合の構成を示します。運
用管理サーバを系切り替えする場合の構成については，「3.11.3　運用管理サーバの実行
系と待機系を 1:1にする構成」を参照してください。

トランザクションサービスを使用しない場合の構成の例を次の図に示します。
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図 3-52　クラスタソフトウェアを使用して実行系と待機系を 1:1にする場合のシステム
構成の例（トランザクションサービスを使用しない場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 実行系と待機系は 1：1で構成します。
• HAモニタを使用する場合は，共有ディスク装置は不要です。Microsoft Cluster 

Serviceを使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。図 3-55は，HAモニ
タの場合の構成です。
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• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。

• Management Serverをアプリケーションサーバと同じマシンに配置する場合につ
いては，「3.11.3　運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1にする構成」を参照し
てください。

リクエストの流れ
クライアントからは，実行系，待機系のアプリケーションサーバは，合わせて 1台
として認識されます。リクエストは，すべて実行系のアプリケーションサーバに送
信されます。

系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行さ
れます。系切り替えは，OS，または運用管理エージェントがダウンした場合に実行
されます。なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場
合や，これ以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生
した場合も，系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系のアプリケーションサーバの運用管理エージェ
ント，およびそれまで停止していたプロセスが起動されます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン（実行系）

クラスタソフトウェアを使用する場合に必ず起動するプロセスは次のとおりです。

●運用管理エージェント

これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。

（b）アプリケーションサーバマシン（待機系）

待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアの構成は，実
行系と一致させてください。ただし，系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しま
せん。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server
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（d）クライアントマシン

クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。

Webクライアント構成の場合
Webブラウザ

EJBクライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windowsの場合），Application Server Standardまたは
Application Server Enterprise

3.11.2　アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にす
る構成（トランザクションサービスを使用する場合）

アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にする構成の場合に，トランザクショ
ンサービスを使用するときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

グローバルトランザクションを使用する場合など，トランザクションサービスを使用す
る場合のシステム構成です。この場合，共有ディスク装置が必要です。

なお，ここでは，アプリケーションサーバを系切り替えする場合の構成を示します。運
用管理サーバを系切り替えする場合の構成については，「3.11.3　運用管理サーバの実行
系と待機系を 1：1にする構成」を参照してください。

トランザクションサービスを使用する場合の構成の例を次の図に示します。
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図 3-53　クラスタソフトウェアを使用してアプリケーションサーバの実行系と待機系を
1:1にする場合のシステム構成の例（トランザクションサービスを使用する場
合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 実行系と待機系は 1：1で構成します。
• 共有ディスク装置が必要です。
• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。

• Management Serverをアプリケーションサーバと同じマシンに配置する場合につ
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いては，「3.11.3　運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1にする構成」を参照し
てください。

リクエストの流れ
クライアントからは，実行系，待機系のアプリケーションサーバは，合わせて 1台
として認識されます。リクエストは，すべて実行系のアプリケーションサーバに送
信されます。

系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行さ
れます。系切り替えは，OS，または運用管理エージェントがダウンした場合に実行
されます。なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場
合や，これ以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生
した場合も，系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系のアプリケーションサーバの運用管理エージェ
ント，およびそれまで停止していたプロセスが起動されます。なお，トランザク
ション情報については，共有ディスクに格納されていた情報が引き継がれます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスは，トランザクションサービスを利
用しない場合と同じです。

3.11.3　運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1にする構成
運用管理サーバを系切り替えの対象にする場合の構成について説明します。運用管理
サーバの実行系と待機系を 1：1にします。

（1） システム構成の特徴

運用管理サーバの実行系と待機系を 1：1にする場合の構成の例を次に示します。
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図 3-54　クラスタソフトウェアを使用して運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1にす
る場合のシステム構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 実行系と待機系は 1：1で構成します。それぞれのマシンにManagement Server
を配置します。

• Microsoft Cluster Serviceを使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。

系切り替えの流れ
実行系の運用管理サーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行されます。
系切り替えは，OS，またはManagement Serverがダウンした場合に実行されます。
なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場合や，これ
以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生した場合も，
系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系の運用管理サーバのManagement Serverのプ
ロセスが起動されます。
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（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用する機能に
応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェアとプ
ロセスを配置してください。

（b）運用管理サーバマシン（実行系）

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（c）運用管理サーバマシン（待機系）

待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアの構成は，実
行系と一致させてください。ただし，系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しま
せん。

（d）クライアントマシン

クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。

Webクライアント構成の場合
Webブラウザ

EJBクライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windowsの場合），Application Server Standardまたは
Application Server Enterprise

3.11.4　アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互ス
タンバイにする構成

アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1：1にする構成で，それぞれのアプリケー
ションサーバを実行系として稼働させながら，お互いの待機系にする構成について説明
します。この構成を，相互スタンバイ構成といいます。また，この構成で構築されたシ
ステムを，相互系切り替えシステムといいます。

（1） システム構成の特徴

この構成は，実行系のアプリケーションサーバマシン 1台に対して待機系のアプリケー
ションサーバマシンを 1台用意しておく構成の一つです。ただし，待機系のアプリケー
ションサーバを停止させておくのではなく，実行系とは異なる J2EEサーバを動作させ
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ておきます。これを，相互スタンバイといいます。

それぞれのアプリケーションサーバに同じ種類の J2EEサーバを配置して，異なる
J2EEサーバを起動しておくことで，それぞれのアプリケーションサーバが現用系として
動作しながらお互いの予備系として機能します。どちらかのマシンに障害が発生した場
合は，系が切り替えられ，もう片方のアプリケーションサーバマシンで両方の J2EE
サーバの処理が実行されるようになります。

この構成は，次のことが前提になります。

● CORBAネーミングサービスはインプロセスで起動されていること

●グローバルトランザクションを使用する場合，トランザクションのステータスファイ
ルは共有ディスクに格納されていること

●Management Serverを利用して運用していること

Management Serverは，アプリケーションサーバと同じマシンに，一つずつ配置して，
両方のホストで起動します。それぞれのManagement Serverは，別の運用管理ドメイ
ンを管理します。それぞれの運用管理ドメインの範囲は，Management Serverが配置さ
れているアプリケーションサーバマシン内です。

相互系切り替えシステムの構成の例を次の図に示します。この例は，トランザクション
サービスを使用する例です。共有ディスクは，トランザクションサービスを使用する場
合にだけ必要です。
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図 3-55　相互系切り替えシステムの構成の例（トランザクションサービスを使用する場
合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 実行系と待機系は 1：1で構成します。それぞれのマシンにManagement Server
を配置します。

• 一つの運用管理ドメイン（一つのマシン）内に，二つの仮想ホストを定義します。
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それぞれの仮想ホストを，実行系のアプリケーションサーバのホスト，待機系の
アプリケーションサーバのホストとして，システムを構築します。

• 運用管理ドメイン内のそれぞれの仮想ホストは，一つの運用管理エージェントで
起動・停止を制御されます。ただし，それぞれの仮想ホストには実際に運用に使
用される IPアドレスとは異なる IPアドレスが割り当てられているため，見かけ
上異なるホスト上で動作しているように定義されています。

• 各アプリケーションサーバの運用に使用する IPアドレスは，クラスタソフトウェ
アによって動的に割り当てられる IPアドレスを使用します。Management 
Serverから運用管理エージェントに対するリクエストの送信には，系切り替えに
よって他系へ移動しない IPアドレスを使用します。

• グローバルトランザクションを使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。
共有ディスクは，仮想ホストごとに必要です。

• 図 3-58の場合，仮想ホスト単位に LANを分けていますが，必須ではありません。

系切り替えの流れ
どちらかのアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行
されます。系切り替えは，Management Server，運用管理エージェント，またはク
ラスタソフトウェアなどに障害が発生した場合に実行されます。なお，このほか，
明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場合や，これ以外にクラスタソ
フトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生した場合も，系切り替えが実
行されます。
系切り替えが実行されると，待機系だった側のアプリケーションサーバマシンの運
用管理エージェントによって，それまで停止していた論理サーバのプロセスが起動
されます。
例えば，図 3-58の場合に，アプリケーションサーバ 1に障害が発生した場合は，ク
ラスタソフトウェアによってアプリケーションサーバ 2への系切り替えが実行され，
アプリケーションサーバ 2の運用管理エージェントによって，アプリケーション
サーバ 2上の J2EEサーバ 1およびそれ以外の論理サーバのプロセスが起動されま
す。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン（実行系 1／待機系 2）

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

相互系切り替えシステムのアプリケーションサーバマシンで必ず起動するプロセスは次
のとおりです。

●運用管理エージェント

●Management Server
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアおよびプロセスは，使用する
機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェ
アとプロセスを配置してください。

なお，系切り替えの対象になるプロセスは，仮想ホスト 1のプロセスだけを起動してく
ださい。

（b）アプリケーションサーバマシン（待機系 1／実行系 2）

待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアおよびプロセ
スの構成は，実行系 1／待機系 2と一致させてください。

なお，系切り替えの対象になるプロセスは，仮想ホスト 2のプロセスだけを起動してく
ださい。

（c）クライアントマシン

クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。

Webクライアント構成の場合
Webブラウザ

EJBクライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windowsの場合），Application Server Standardまたは
Application Server Enterprise

3.11.5　リカバリ専用サーバを使用する場合の構成（N:1リカ
バリシステム）

N台の実行系に対して 1台の待機系（リカバリ専用サーバ）を用意する構成について説
明します。この構成を，N:1リカバリシステムといいます。

（1） システム構成の特徴

この構成は，J2EEサーバを冗長化した構成でグローバルトランザクションを使用する場
合に，特定の J2EEサーバにトラブルが発生したときにトランザクションを解決してリ
ソースを解放するためのシステム構成です。N台の J2EEサーバを冗長化するためには，
負荷分散機などを使用します。

次のことが前提になります。

●グローバルトランザクションを使用するシステムで利用されること

● CORBAネーミングサービスはインプロセスで起動されていること

●トランザクションのステータスファイルは共有ディスクに格納されていること

●Management Serverを利用して運用していること
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
なお，N:1リカバリシステムで系切り替えの対象になるのは，アプリケーションサーバ
です。

また，N:1リカバリシステムを構成する場合，実行系で使用するリソースアダプタが，
待機系にも必要です。ここでは，リソースアダプタの配置とシステム構成の関係につい
て，次の 3種類の構成を例として説明します。

● N台の実行系マシンで，J2EEアプリケーションとリソースアダプタの構成がすべて
同じ場合

● N台の実行系マシンで，J2EEアプリケーションの構成は異なり，リソースアダプタ
はすべて同一の場合

● N台の実行系マシンで，J2EEアプリケーションとリソースアダプタの構成がすべて
異なる場合

次にそれぞれの構成の例を示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-56　N:1リカバリシステムのシステム構成の例（N台の実行系マシンで，J2EEアプ
リケーションとリソースアダプタの構成がすべて同じ場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-57　N:1リカバリシステムのシステム構成の例（N台の実行系マシンで，J2EEアプ
リケーションの構成は異なり，リソースアダプタはすべて同一の場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-58　N:1リカバリシステムのシステム構成の例（N台の実行系マシンで，J2EEアプ
リケーションとリソースアダプタの構成がすべて異なる場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• 実行系と待機系は N：1で構成します。
• 共有ディスク装置が必要です。共有ディスク装置には実行系の個数（N個）分の
ボリュームグループが必要です。

• CORBAネーミングサービスはインプロセスで起動します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
• 待機系には，実行系と同じリソースアダプタが必要です。実行系の J2EEサーバ
ごとに異なるリソースアダプタがインポートされている場合，待機系の J2EE
サーバにはそれらすべてをインポートする必要があります。
なお，待機系の J2EEサーバに J2EEアプリケーションは不要です。

• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。

系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバで起動されている J2EEサーバのうち，どれかの
J2EEサーバにトラブルが発生すると，クラスタソフトウェアによってリカバリ専
用サーバの J2EEサーバが起動され，トラブルが発生した J2EEサーバが使用して
いたトランザクションが決着されます。そのあとで，トラブルが発生した J2EE
サーバマシンのクラスタソフトウェアと，それに対応する待機系のクラスタサービ
スが停止されます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン（実行系）

実行系のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

クラスタソフトウェアを使用する場合に必ず起動するプロセスは次のとおりです。

●運用管理エージェント

これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。

（b）アプリケーションサーバマシン（待機系）

待機系のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

また，実行系のアプリケーションサーバマシン上の J2EEサーバにインポートされてい
るすべてのリソースアダプタをインポートしてください。

なお，待機系のアプリケーションサーバマシンは，コールドスタンバイの状態になりま
す。

系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しません。系切り替えが発生すると，J2EE
サーバのプロセスが，リカバリモードで起動されます。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

（d）クライアントマシン

クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。

Webクライアント構成の場合
Webブラウザ

EJBクライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windowsの場合），Application Server Standardまたは
Application Server Enterprise

3.11.6　ホスト単位管理モデルの実行系と予備系を N：1にす
る構成

ホスト単位管理モデルを系切り替えの対象にする場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

ホスト単位管理モデルを N：1で構成します。システム構成の例を次に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-59　クラスタソフトウェアを使用してホスト単位管理モデルを対象にした系切り替
えシステムのシステム構成例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
特徴
• アプリケーションサーバの実行系 N台と予備系 1台を配置し，それぞれに

Management Serverと運用管理エージェントを配置している構成です。
• 論理サーバは別々のホスト内に配置されているが，外部からは同じ論理サーバと
して動作するのに対し，Management Serverは別々のホスト内で動作し，それぞ
れ運用管理ドメインを持ちます。一つの運用管理ドメイン内に一つの仮想ホスト
を定義し，それぞれを現用系アプリケーションサーバのホスト，予備系アプリ
ケーションサーバのホストとして構築します。

• 各アプリケーションサーバの運用に使用する IPアドレスは，クラスタソフトウェ
アによって割り当てられる仮想 IPアドレスを使用し，Management Server，運
用管理エージェントの IPアドレスには実 IPアドレスを使用します。

• グローバルトランザクションを使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。
共有ディスクは，仮想ホストごとに必要です。

参考
 

仮想ホストとは，運用管理エージェントによってアプリケーションサーバの起動，停止を制
御しますが，運用に使用する IPアドレスと同じ IPアドレスを割り当て，見かけ上同じホス
トであるかのように定義したものです。

系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行さ
れます。系切り替えは，Management Server，運用管理エージェント，またはクラ
スタソフトウェアなどに障害が発生した場合に実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系のアプリケーションサーバマシンのクラスタソ
フトウェアによって運用管理エージェントとManagement Serverが起動されます。
起動された運用管理エージェントによって，それまで停止していた論理サーバのプ
ロセスが起動されます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン（実行系／待機系）

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

ホスト単位管理モデルを対象とした系切り替えシステムのアプリケーションサーバマシ
ンで必ず起動するプロセスは次のとおりです。

●運用管理エージェント

●Management Server

これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアおよびプロセスは，使用する
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェ
アとプロセスを配置してください。

（b）クライアントマシン

クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。

Webクライアント構成の場合
Webブラウザ

EJBクライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windowsの場合），Application Server Standardまたは
Application Server Enterprise
159



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.12　ファイアウォールを使用する構成を検討
する

この節では，ファイアウォールを使用して，セキュリティを確保するための構成につい
て説明します。

なお，ここでは，アクセスポイントになるコンポーネントの種類に応じたファイア
ウォールの配置位置について説明します。このほかのセキュリティの考え方については，
「10.　セキュアなシステムの検討」を参照してください。

3.12.1　サーブレットと JSPに対するファイアウォールの配
置

サーブレットと JSPに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成について説明
します。

（1） システム構成の特徴

Webクライアント側から見たサーブレットと JSPの手前に，ファイアウォールを配置し
ます。

サーブレットと JSPに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例を次の図
に示します。なお，この図は，Webサーバ連携の場合の例です。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-60　サーブレットと JSPに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
サーブレットと JSPに対するアクセスをファイアウォール経由にすることで，シス
テムへの第三者の不正侵入，アプリケーションで扱うデータの漏洩，および第三者
による不正な運用を防ぎます。

クライアントからのアクセスの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのアクセスは，すべてファイア
ウォール経由で実行されます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

ファイアウォールを使用する場合にアプリケーションサーバマシンおよびクライアント
マシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSPをアクセスポ
イントにする構成と同じです。「3.4.1　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用
する構成（Webサーバ連携の場合）」または「3.4.2　サーブレットと JSPをアクセスポ
イントに使用する構成（インプロセスHTTPサーバを使用する場合）」を参照してくださ
い。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.12.2　Session Beanと Entity Beanに対するファイア
ウォールの配置

Session Beanと Entity Beanに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成で
す。

（1） システム構成の特徴

EJBクライアント側から見た Session Beanと Entity Beanの手前に，ファイアウォー
ルを配置します。

Session Beanと Entity Beanに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例
を次の図に示します。

図 3-61　Session Beanと Entity Beanに対するアクセスをファイアウォール経由にする
構成

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
Session Beanと Entity Beanに対するアクセスをファイアウォール経由にすること
で，システムへの第三者の不正侵入，アプリケーションで扱うデータの漏洩，およ
び第三者による不正な運用を防ぎます。

クライアントからのアクセスの流れ
Session Beanと Entity Beanに対する EJBクライアントからのアクセスは，すべ
162



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
てファイアウォール経由で実行されます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

ファイアウォールを使用する場合にアプリケーションサーバマシンおよびクライアント
マシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，Session Beanと Entity Beanをア
クセスポイントにする構成と同じです。「3.4.3　Session Beanと Entity Beanをアクセ
スポイントに使用する構成」を参照してください。

3.12.3　リソースマネジャに対するファイアウォールの配置
リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成です。

（1） システム構成の特徴

アプリケーション側から見たリソースマネジャの手前に，ファイアウォールを配置しま
す。

リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例を次の図に
示します。

図 3-62　リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にすることで，システ
ムへの第三者の不正侵入，リソースマネジャで管理するデータの漏洩，および第三
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
者による不正な運用を防ぎます。

クライアントからのアクセスの流れ
クライアントマシン上のWebブラウザからのリクエストは，Webサーバ経由でサー
ブレットと JSPに送信されます。サーブレットと JSPは，ローカルで Session 
Beanを呼び出します。Session Beanからデータベースへのアクセスが，ファイア
ウォール経由になります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

トランザクションの使用方法に応じたソフトウェアとプロセスを起動してください。詳
細は，「3.6　トランザクションの種類を検討する」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.13　DMZへのリバースプロキシの配置を検討
する

この節では，DMZにリバースプロキシを配置してセキュリティを確保するための構成に
ついて説明します。

インターネットに接続するシステムの場合，ここで説明する構成を基に，リバースプロ
キシを配置する構成を検討してください。

なお，ここでは，使用するWebサーバの種類に応じた，リバースプロキシの配置につい
て説明します。このほかのセキュリティの考え方については，「10.　セキュアなシステ
ムの検討」を参照してください。

3.13.1　Webサーバ連携時のリバースプロキシの配置
Webサーバとの連携時に，リバースプロキシを配置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

Webブラウザとアプリケーションサーバの間に DMZを確保して，リバースプロキシ
サーバを配置する構成です。

Webサーバ連携時に DMZにリバースプロキシを配置する構成の例を次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-63　Webサーバ連携時に DMZにリバースプロキシを配置する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，

Webブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。

• 通常，リバースプロキシ上には HTMLなどの静的コンテンツは配置しません。

リクエストの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのアクセスは，リバースプロキシモ
ジュールを組み込んだWebサーバ，およびリダイレクタモジュールを組み込んだ
Webサーバ経由で実行されます。

また，ロードバランスクラスタを使用して負荷分散をする場合は，リバースプロキシ
サーバおよびアプリケーションサーバそれぞれに対して負荷分散機（レイヤ 5スイッチ）
を使用して負荷分散を実行できます。

ロードバランスクラスタ構成の場合に，DMZにリバースプロキシを配置する構成の例を
次の図に示します。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-64　Webサーバ連携時に DMZにリバースプロキシを配置する構成の例（ロードバ
ランスクラスタ構成の場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，

Webブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。
167



3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
• 通常，リバースプロキシ上には HTMLなどの静的コンテンツは配置しません。
• リバースプロキシサーバおよびアプリケーションサーバへの負荷を分散してス
ケーラビリティと可用性を確保できます。

リクエストの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのアクセスは，一つ目の負荷分散
機，リバースプロキシモジュールを組み込んだWebサーバ，二つ目の負荷分散機お
よびリダイレクタモジュールを組み込んだWebサーバ経由で実行されます。
このとき，一つ目の負荷分散機は，Webブラウザからのアクセスを，複数のリバー
スプロキシサーバに対して振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機は，
リバースプロキシサーバからのアクセスを，複数のアプリケーションサーバに対し
て振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機では，HTTPセッションのス
ティッキー（Sticky）やアフィニティ（Affinity）の関連づけも制御します。

なお，HTTPSを使用する場合は，一つ目の負荷分散機のフロントに SSLアクセラレー
タを配置する必要があります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）リバースプロキシサーバマシン

リバースプロキシサーバマシンには，Hitachi Web Serverをインストールします。

必ず起動するプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

このWebサーバには，リバースプロキシモジュールが組み込まれている必要がありま
す。

（b）アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシン

アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシンに必
要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSPをアクセスポイントにす
る構成と同じです。「3.4.1　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構成
（Webサーバ連携の場合）」を参照してください。

3.13.2　インプロセス HTTPサーバ使用時のリバースプロキ
シの配置

インプロセス HTTPサーバを使用する場合にリバースプロキシを配置する構成について
説明します。

インターネットに接続するシステムでインプロセス HTTPサーバを使用する場合は，こ
こで示す構成を基に，必ず DMZを確保して，リバースプロキシを配置する構成にしてく
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
ださい。

（1） システム構成の特徴

Webブラウザとアプリケーションサーバの間に DMZを確保して，リバースプロキシ
サーバを配置する構成です。

インプロセス HTTPサーバを使用する場合に DMZにリバースプロキシを配置する構成
の例を次の図に示します。

図 3-65　インプロセス HTTPサーバを使用する場合に DMZにリバースプロキシを配置
する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，

Webブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。

• 通常，リバースプロキシ上には HTMLなどの静的コンテンツは配置しません。

リクエストの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのアクセスは，リバースプロキシモ
ジュールを組み込んだWebサーバ経由で実行されます。

また，ロードバランスクラスタを使用して負荷分散をする場合は，リバースプロキシ
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
サーバおよびアプリケーションサーバそれぞれに対して負荷分散機（レイヤ 5スイッチ）
を使用して負荷分散を実行できます。

ロードバランスクラスタ構成の場合に，DMZにリバースプロキシを配置する構成の例を
次の図に示します。

図 3-66　インプロセス HTTPサーバを使用する場合に DMZにリバースプロキシを配置
する構成の例（ロードバランスクラスタ構成の場合）
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバだけからになり，

Webブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。

• 通常，リバースプロキシ上には HTMLなどの静的コンテンツは配置しません。
• リバースプロキシサーバおよびアプリケーションサーバへの負荷を分散してス
ケーラビリティと可用性を確保できます。

リクエストの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのアクセスは，一つ目の負荷分散
機，リバースプロキシモジュールを組み込んだWebサーバ，および二つ目の負荷分
散機経由で実行されます。
このとき，一つ目の負荷分散機は，Webブラウザからのアクセスを，複数のリバー
スプロキシサーバに対して振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機は，
リバースプロキシサーバからのアクセスを，複数のアプリケーションサーバに対し
て振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機では，HTTPセッションのス
ティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけも制御します。

なお，HTTPSを使用する場合は，一つ目の負荷分散機のフロントに SSLアクセラレー
タを配置する必要があります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）リバースプロキシサーバマシン

リバースプロキシサーバマシンには，Hitachi Web Serverをインストールします。

必ず起動するプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

このWebサーバには，リバースプロキシモジュールが組み込まれている必要がありま
す。

（b）アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシン

アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシンに必
要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSPをアクセスポイントにす
る構成と同じです。「3.4.2　サーブレットと JSPをアクセスポイントに使用する構成
（インプロセスHTTPサーバを使用する場合）」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.14　性能解析トレースファイルを出力するプ
ロセスを配置する

この節では，性能解析トレースファイルを出力するプログラムの配置について説明しま
す。このプロセスは，アプリケーションサーバのシステムには必ず配置するプロセスで
す。アプリケーションサーバマシンには必ず配置してください。EJBクライアントマシ
ンへの配置は任意です。

性能解析トレースファイルは，PRFデーモン（パフォーマンストレーサ）によって出力
されます。

（1） システム構成の特徴

PRFデーモンは，アプリケーションサーバおよび EJBクライアントアプリケーションを
実行するマシンに配置します。

PRFデーモンを配置する例を次の図に示します。

図 3-67　PRFデーモンを配置する例
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• システム性能を解析するためのトレースファイルを出力できます。
• トレースファイルは，トラブルが発生した場合のエラー個所の特定に利用できま
す。

性能解析トレースを出力する仕組み
クライアントとサーバ間でリクエストを処理するときに，アプリケーションサーバ
または EJBクライアントアプリケーションの各機能レイヤは，性能解析情報をバッ
ファに出力します。PRFデーモンは，アプリケーションサーバまたは EJBクライ
アントアプリケーションの各機能レイヤがバッファに出力したトレース情報を，各
マシン内のファイルに出力します。ファイル出力されたトレース情報は，
Management Serverを利用して収集できます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

性能解析トレースファイルを出力するために起動するプロセスは次のとおりです。

● PRFデーモン

これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.15　アプリケーションサーバ以外の製品との
連携を検討する

この節では，Cosminexusのアプリケーションサーバ以外の製品と連携する場合のシス
テム構成について説明します。

ここでは，次の構成について説明します。

● JP1を使用して運用する場合の構成
運用管理プログラムとして JP1を使用する場合の構成です。

● TP1インバウンド連携機能を使用して OpenTP1の SUPからMessage-driven Bean
を呼び出す場合の構成
TP1インバウンド連携機能を使用して OpenTP1の SUPからアプリケーションサー
バ上のMessage-driven Beanを呼び出す場合の構成です。

● CTMゲートウェイ機能を利用して EJBクライアント以外から Stateless Session 
Beanを呼び出す構成
クライアントとして TPBrokerクライアントまたは TPBroker OTMクライアントを
使用する場合の構成です。

3.15.1　JP1を使用して運用する場合の構成
JP1を使用して運用する場合の運用管理プログラムの配置について説明します。

JP1/IMと連携する場合，またはカスタムジョブの定義やシナリオなどアプリケーション
サーバが提供する機能を利用して JP1/AJSと連携する場合には，Management Server
を利用して運用していることが前提になります。「3.9.1　運用管理サーバに
Management Serverを配置する構成」または「3.9.2　マシン単位にManagement 
Serverを配置する構成」を参照してManagement Serverを利用するシステムの構成を
決定した上で，JP1のプログラムを配置してください。JP1との連携で必要なプログラ
ムについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視
／連携編」の「12.　JP1と連携したシステムの運用」を参照してください。

なお，JP1/AJSまたは JP1/AJS2 - SOを利用する場合に，アプリケーションサーバの機
能を使用しないでジョブまたはシナリオの定義をするときには，Management Serverを
利用しなくても連携できます。この場合は，「3.9.3　コマンドで運用する場合の構成」に
示すシステムの構成を検討した上で，JP1のマニュアルを参照して，システム構成を決
定してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.15.2　TP1インバウンド連携機能を使用して OpenTP1の
SUPから Message-driven Beanを呼び出す場合の構
成

TP1インバウンド連携機能を使用して，OpenTP1システムの SUPから J2EEサーバ上
のMessage-driven Beanを呼び出す構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

メッセージ駆動型のシステムの一つです。

TP1インバウンド連携機能を使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を次
の図に示します。

図 3-68　メッセージ駆動型のシステム構成の例（TP1インバウンド連携機能を使用する
場合）

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
TP1/Server Base上で動作する SUPから送信されたリクエストを J2EEサーバ上で
動作する TP1インバウンドアダプタで受け付けて，処理を実行します。SUPから
は，SPPを呼び出すときと同様の手順※で，J2EEサーバ上のMessage-driven 
Beanにアクセスできます。

注※
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
一部の手順は異なります。詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「4.　OpenTP1から
のアプリケーションサーバの呼び出し（TP1インバウンド連携機能）」を参照し
てください。

リクエストの流れ
アクセスポイントであるMessage-driven Bean，およびリソースアダプタである
TP1インバウンドアダプタのライブラリは，アプリケーションサーバの J2EEサー
バ上で動作します。
OpenTP1システムの TP1/Server Base上で動作する SUPからからのリクエストを
アプリケーションサーバ上の TP1インバウンドアダプタで受け付け，
Message-driven Beanを呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

（b）OpenTP1システム（TP1/Server Base）

OpenTP1システムには，TP1/Server Baseをインストールする必要があります。

起動する必要があるプロセスは，SUPの実行に必要なプロセスです。

（c）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server

3.15.3　CTMゲートウェイ機能を利用して EJBクライアント
以外から Stateless Session Beanを呼び出す構成

CTMを使用するシステムの場合，EJBクライアントのほか，次に示すクライアントから
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
アプリケーションサーバ上で動作する J2EEアプリケーションを呼び出せます。

● TPBrokerクライアント
TPBroker Version 5以降で開発されたクライアントアプリケーションです。

● TPBroker OTMクライアント
TPBroker Object Transaction Monitorで開発されたクライアントアプリケーションで
す。

これらのクライアントから J2EEサーバ上のアプリケーションを呼び出すためのクライ
アントアプリケーションの開発方法については，CTMの CORBA／ OTMゲートウェイ
機能についてのドキュメントを参照してください。

この構成では，TPBrokerクライアントまたは TPBroker OTMクライアントから J2EE
アプリケーションを呼び出すためのゲートウェイとしての機能を，CTMが提供します。

TPBrokerクライアントまたは TPBroker OTMクライアントから CTM経由で J2EEア
プリケーションを呼び出すシステム構成の例を次の図に示します。

図 3-69　TPBrokerクライアントまたは TPBroker OTMクライアントから CTM経由で
J2EEアプリケーションを呼び出す構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
TPBrokerクライアントまたは TPBroker OTMクライアントからのリクエストは，CTM
が提供するプロセス群を経由して，J2EEサーバ上の J2EEアプリケーションに渡され
ます。

なお，CTMのプロセス群のうち，リクエストを受け付けるプロセスは，TPBrokerクラ
イアントの場合と TPBroker OTMクライアントの場合で異なります。TPBrokerクライ
アントの場合，CTMレギュレータプロセスによってリクエストが受け付けられます。
TPBroker OTMクライアントの場合，OTMゲートウェイプロセスによってリクエスト
が受け付けられます。なお，CTMレギュレータプロセス，および OTMゲートウェイプ
ロセスは，CTMデーモンを起動するときに，同時に起動されるプロセスです。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.16　任意のプロセスを運用管理の対象にする
この節では，ユーザが定義する任意のプロセスを，Management Serverによる運用管理
の対象とするためのシステム構成について説明します。

Management Serverによる運用管理の対象とする任意のプロセスを，論理サーバとして
定義したユーザサーバとして配置します。論理サーバとして定義したユーザサーバを論
理ユーザサーバといいます。論理ユーザサーバとして定義しておくと，Smart Composer
機能のコマンドを使用して，任意のプロセスを開始したり，停止したり，任意のプロセ
スのステータスを監視したりできるようになります。

（1） システム構成の特徴

このシステム構成は，Management Serverで運用管理するシステムで，論理サーバとし
て定義したユーザサーバを配置する構成です。運用管理に使用するManagement Server
は，運用管理サーバに配置することも，マシン単位に配置することもできます。
Management Serverの配置については，「3.9　運用管理プロセスの配置を検討する」を
参照してください。

ユーザサーバを配置する構成の例を次の図に示します。この構成例では，アプリケー
ションサーバマシンでユーザ任意のプロセスを実行します。このユーザ任意のプロセス
をManagement Serverの運用管理の対象とするために，論理ユーザサーバとして定義
して，配置しています。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 3-70　ユーザサーバを配置する構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• Management Serverを利用して任意のプロセスを運用管理できます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス

任意のプロセスをユーザサーバとして配置する構成の場合に，それぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用する
機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェ
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
アとプロセスを配置してください。

（b）運用管理サーバマシン

運用管理サーバマシンには，Application Server Standardまたは Application Server 
Enterpriseをインストールする必要があります。

起動するプロセスは次のとおりです。

●Management Server
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.17　そのほかの構成を検討する
この節では，前の節までに説明した以外の構成について説明します。

ポイント
 

この節で説明する構成は，旧バージョンとの互換性を保つための構成など，07-00以降のシ
ステムでは推奨されていない互換用の構成です。07-00以降のアプリケーションサーバで新
規にシステムを構成する場合は，前の節までに説明した構成を使用することをお勧めしま
す。
互換用の構成と，同等の機能を実現できる 07-00以降で推奨されている構成の対応につい
て，次の表に示します。

表 3-3　互換用の構成と推奨構成の対応

（凡例）－：該当しない。
注※　3.4～ 3.16で説明したすべての構成で使用できます。

このほかの互換用の構成については，「付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）」
および「付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）」を参照してくださ
い。

3.17.1　Webサーバとアプリケーションサーバを異なるマシ
ンに配置する構成

サーブレットと JSPがアクセスポイントになる，Webベースのシステム構成について説
明します。ここでは，リダイレクタモジュールを組み込んだWebサーバとアプリケー
ションサーバを異なるマシンに配置する場合について説明します。

互換用の構成 07-00以降で推奨されてい
る構成

推奨されている構成についての参照
先

Webサーバとアプリケー
ションサーバを異なるマ
シンに配置する構成

リダイレクタモジュール
を組み込んだWebサーバ
と J2EEサーバは同じマ
シンに配置することが推
奨されています。

• 3.4.1　サーブレットと JSPをア
クセスポイントに使用する構成
（Webサーバ連携の場合）
• 3.13.1　Webサーバ連携時のリ
バースプロキシの配置

リダイレクタを利用して
負荷分散する構成

サーブレット／ JSPに対
する負荷分散には負荷分
散機を使用することが推
奨されています。

• 3.7.1　Webサーバ連携時の負荷
分散機を利用した負荷分散（サー
ブレット／ JSPの場合）

CORBAネーミングサービ
スをアウトプロセスで起
動する構成

CORBAネーミングサービ
スはインプロセスで起動
することが推奨されてい
ます。

－※
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なお，複数のWebリダイレクタ環境を構築する場合は，Management Serverが提供す
る機能を使用して構築してください。

（1） システム構成の特徴

Webフロントシステムで，Webブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。

Webクライアント構成では，Webサーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに分
けて配置できます。Webサーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置した
Webクライアント構成の例を次の図に示します。

図 3-71　Webサーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置したWebクライ
アント構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
HTMLファイルなどの静的なコンテンツを配置するマシンと，サーブレットや JSP
などのWebアプリケーションを実行するマシンを分けることで，パフォーマンスの
向上が図れます。静的コンテンツとWebアプリケーションを分けて配置する場合の
配置方法については，「8.7.1　静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切
り分ける」を参照してください。
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リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSPは，J2EEサーバ上で動作します。
Webブラウザからのリクエストは，Webサーバ経由でアクセスポイントに送られ，
サーブレットと JSPを呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，「3.6　トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。

（a）Webサーバマシン

Webサーバマシンには，次のソフトウェアをインストールする必要があります。

● Application Server Standard

● Application Server Enterprise

●Web Redirector

必要なプロセスは次のとおりです。

●Webサーバ

●Management Server

●運用管理エージェント

● PRFデーモン

Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseには，Webサーバ
である Hitachi Web Serverが含まれています。Windowsの場合，Webサーバに
Microsoft IISを使用することもできます。この場合は，ソフトウェアとしてMicrosoft 
IISが必要です。

Web Redirectorには，Webサーバは含まれていません。Hitachi Web Serverまたは
Microsoft IISが必要です。

（b）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは Application 
Server Enterpriseをインストールする必要があります。

必要なプロセスは次のとおりです。

● J2EEサーバ

●Management Server

●運用管理エージェント
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● PRFデーモン

（c）Webクライアントマシン

Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

3.17.2　リダイレクタを利用して負荷分散する構成
アクセスポイントになるコンポーネントがサーブレットまたは JSPの場合に，Webサー
バに登録したリダイレクタによって負荷を分散する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

J2EEサーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSPの場合に使用できる構成です。Webサーバに登録したリダイレクタで負荷を分散し
ます。リダイレクタの設定ファイルに対象となるアプリケーションサーバを登録するこ
とで実現できます。

リダイレクタを利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-72　リダイレクタを利用した負荷分散の構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
• サーブレットと JSPのスケーラビリティと可用性を確保できます。アプリケー
ションサーバを複数用意して，リダイレクタによってクライアントからのアクセ
スを分散することで，負荷を分散できます。

• リダイレクタを登録したWebサーバは，アプリケーションサーバとは異なるマシ
ン上に配置する必要があります。

• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，リダイレクタから該当するアプリケーションサーバへのアクセ
スを停止することで，システムの縮退運転ができます。

ポイント
 

負荷分散機を使用する方が，Webサーバを実行するマシンへの負荷を掛けないで，性能の高
い負荷分散を実現できます。
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リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EEサーバ上のサーブレットと JSPへのリクエストは，
WebブラウザからWebサーバ経由で送られます。その際，Webサーバに登録され
ているリダイレクタは，ロードバランスクラスタの構成要素である J2EEサーバに
ラウンドロビン方式でリクエストを振り分けます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス

リダイレクタを使用した負荷を分散する場合に必要なソフトウェアと起動するプロセス
は，サーブレットと JSPをアクセスポイントにする構成のうち，Webサーバとアプリ
ケーションサーバを分離して配置する構成と同じです。「3.17.1　Webサーバとアプリ
ケーションサーバを異なるマシンに配置する構成」を参照してください。

3.17.3　CORBAネーミングサービスをアウトプロセスで起動
する構成

アプリケーションサーバでは，CORBAネーミングサービスを J2EEサーバのインプロ
セスで起動できますが，アウトプロセスでも起動できます。

CORBAネーミングサービスをアウトプロセスで起動する構成の例を次の図に示します。

図 3-73　CORBAネーミングサービスをアウトプロセスで起動する構成の例

凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。
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ただし，07-00以降で新規にシステムを構築する場合は，CORBAネーミングサービスは
インプロセスで起動することをお勧めします。
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3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行基盤）
3.18　アプリケーションサーバのプロセスが使
用する TCP/UDPのポート番号

ここでは，アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号につ
いて説明します。

デフォルト値が「（浮動）」のポートは，ポート番号を明示的に固定しない場合にアプリ
ケーションサーバによって自動的に番号が付けられるポートです。

アプリケーションサーバが使用する TCP/UDPのポート番号の説明を次の表に示します。
なお，ご使用の OSによっては，ネットワーク単位ではなくホスト単位でファイア
ウォールが設定されているものがあります。これらのファイアウォールでは，localhost
（127.0.0.1）以外との通信は，同一ホスト内でもファイアウォールのフィルタリングの対
象になる場合があります。この場合は，ホスト内でしか通信しないポートであっても，
フィルタで通信を許可する設定にしてください。

表 3-4　アプリケーションサーバが使用する TCP/UDPのポート番号

項
番

プロセス 説明 デフォルト
値

(1) J2EEサーバまた
は SFOサーバ

EJBコンテナのリクエスト受付ポート。 （浮動）

(2) 管理用通信ポート。※ 8080

(3) Webサーバ（リダイレクタ）からのリクエスト受付ポート。
※

8007

(4) トランザクションサービス使用時のトランザクションリカバ
リ処理通信ポート。
トランザクションサービス使用時に必要です。

20302

(5) インプロセスで起動するネーミングサービスのリクエスト受
付ポート。

900

(6) インプロセス HTTPサーバのリクエスト受付ポート。
インプロセス HTTPサーバを使用するときに必要です。

80

(7) RMIレジストリのリクエスト受付ポート。 23152

(8) 共有キューを使用して複数システム間でのアプリケーション
連携をする場合のイベント受信用ポート。

20351

(9) 稼働情報取得時のリクエスト受付ポート。 （浮動）

(1
0)

OpenTP1からの RPC要求を待ち受けるポート。 23700

(11
)

OpenTP1からの同期点要求を待ち受けるポート。 23900

(1
2)

運用監視エージェ
ント

運用監視エージェントの通信用ポート。 （浮動）

(1
3)

スマートエージェ
ント

スマートエージェントの通信用ポート環境変数。
UDPによる双方向通信に必要です。

14000
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(1
4)

ネーミングサービ
ス

ネーミングサービスのリクエスト受付ポート引数
（Cosminexus TPBrokerが利用）。

900

(1
5)

運用管理エージェ
ント

運用管理エージェントがManagement Serverとの通信に使
用するポート。

20295

(1
6)

サーバ通信エー
ジェント

サーバ通信エージェントが仮想サーバマネージャとの通信に
使用するポート。

20580

(1
7)

Management 
Server

Management Serverの httpポート。 28080

(1
8)

Management Serverの終了要求ポート。
ホスト内通信に必要です。

28005

(1
9)

Management Serverの内部通信ポート。
ホスト内通信に必要です。

28009

(2
0)

Managerリモート管理機能への接続ポート。 28099

(2
1)

Managerリモート管理機能へのクライアント接続ポート。 （浮動）

(2
2)

Hitachi Web 
Server

Hitachi Web Serverの httpポート。 80

(2
3)

Hitachi Web Serverの httpsポート。 443

(2
4)

サーバ管理コマン
ド

サーバ管理コマンドが J2EEサーバと通信するポート。 （浮動）

(2
5)

CTMレギュレータ CTMレギュレータが EJBクライアントからのリクエストを
受け付けるポートの基底値。基底値＋プロセス数だけ使用し
ます。
CTM使用時に必要です。

（浮動）

(2
6)

CTMデーモン CTMデーモンが EJBクライアントからのリクエストを受け
付けるポート。
CTM使用時に必要です。

（浮動）

(2
7)

CTMデーモンがほかのデーモンや J2EEサーバなどと通信
するポート。
CTM使用時に必要です。

20138

(2
8)

CTMドメインマネ
ジャ

CTMドメインマネジャがほかの CTMドメインマネジャと
通信するポート。
CTM使用時に，TCPおよび UDP通信（ブロードキャスト）
をするために必要です。

20137

(2
9)

CJMSPブロー
カー

Cosminexus JMSプロバイダのブローカがリソースアダプ
タやコマンドからのリクエストを受け付けるためのポート。

7676

(3
0)

Cosminexus JMSプロバイダのブローカがリソースアダプ
タとコネクションを確立するためのポート。

（浮動）

(3
1)

Cosminexus JMSプロバイダのブローカがコマンドとコネ
クションを確立するためのポート。

（浮動）

項
番

プロセス 説明 デフォルト
値
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注※　SFOサーバでは使用しません。

アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号について，次の
図に示します。(x)は表の項番と対応しています。

(3
2)

Management 
Server

08-50モードの仮想サーバマネージャ（Management 
Server）が vCenter Serverの接続処理を行うための，内部
で起動するプロセス（Agent for vCenter Server）のポート。

28089

項
番

プロセス 説明 デフォルト
値
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図 3-74　アプリケーションサーバが使用する TCP/UDPのポート番号
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これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

ポート番号の指定個所を次の表に示します。表の項番は図中の項番と対応しています。

表 3-5　アプリケーションサーバが使用する TCP/UDPのポート番号の指定個所

項番 定義ファイル 設定対象 パラメタ名※ 1

(1) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-server）

vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.por
t※ 2

(2) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

ejbserver.http.port

(3) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.port

(4) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-tier）

ejbserver.distributedtx.recovery.port

(5) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-tier）

inprocess.ns.port

(6) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.port

(7) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-server）

ejbserver.rmi.naming.port

(8) Connector属性ファ
イル

Cosminexus RM <config-property>タグに指定する
RMSHPort※ 3

(9) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-server）

ejbserver.rmi.remote.listener.port

(10) Connector属性ファ
イル

TP1インバウンドアダプ
タ

<config-property>タグに指定する
scd_port※ 4

(11) Connector属性ファ
イル

TP1インバウンドアダプ
タ

<config-property>タグに指定する
trn_port※ 4

(12) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-server）

mngagent.connector.port

(13) 簡易構築定義ファイ
ル

論理スマートエージェン
ト（smart-agent）

smartagent.port
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(14) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）
論理 SFOサーバ
（sfo-server）

ejbserver.naming.port

(15) adminagent.propert
ies

運用管理エージェント adminagent.adapter.portキー

(16) sinaviagent.properti
es※ 5

サーバ通信エージェント sinaviagent.portキー

(17) mserver.properties Management Server webserver.connector.http.portキー

(18) mserver.properties Management Server webserver.shutdown.portキー

(19) mserver.properties Management Server webserver.connector.ajp13.portキー

(20) mserver.properties Management Server com.cosminexus.mngsvr.management.por
tキー

(21) mserver.properties Management Server com.cosminexus.mngsvr.management.list
en.portキー

(22) 簡易構築定義ファイ
ル

論理Webサーバ
（web-server）

Listen

(23) 簡易構築定義ファイ
ル

論理Webサーバ
（web-server）

Listen

(24) usrconf.properties
（サーバ管理コマンド
用システムプロパ
ティファイル）

サーバ管理コマンド vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.por
tキー

(25) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.RegOption

(26) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.EjbPort

(27) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.port

(28) 簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTMドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.port

(29) config.properties CJMSPブローカー imq.portmapper.portキー

(30) config.properties CJMSPブローカー imq.jms.tcp.portキー

(31) config.properties CJMSPブローカー imq.admin.tcp.portキー

(32) vmx.properties 08-50モードの仮想サー
バマネージャ
（Management Server）

vmx.vcenterserver.agent.portキー

項番 定義ファイル 設定対象 パラメタ名※ 1
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（凡例）－：該当しない。
注※ 1　設定ファイルが簡易構築定義ファイルの場合は，<configuration>タグ内の <param-name>
の指定値を指します。
注※ 2　Developer Standard以外の場合のパラメタ名です。Developer Standardを使用する場合の
パラメタ名は，ejbserver.rmi.remote.listener.portになります。
注※ 3　RMSHPortは，リソースアダプタ Cosminexus RMのプロパティ定義で指定するコンフィ
グレーションプロパティです。RMSHPortについては，マニュアル「Cosminexus Reliable 
Messaging」の「6.　コンフィグレーションプロパティ」を参照してください。
注※ 4　scd_portおよび trn_portは，リソースアダプタ TP1インバウンドアダプタのプロパティ定
義で指定するコンフィグレーションプロパティです。scd_portおよび trn_portについては，マニュ
アル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の
「4.11.2　リソースアダプタの設定」を参照してください。
注※ 5　サーバ通信エージェントの詳細については，サーバ通信エージェントのドキュメントを参照
してください。

参考
 

運用管理ポータルまたはファイル編集によってアプリケーションサーバを構築している場合
の TCP/UDPのポートの設定個所を次に示します。

表 3-6　運用管理ポータルまたはファイル編集によってアプリケーションサーバを構築し
ている場合の TCP/UDPのポートの設定個所

項番 運用管理ポータルで構築している場合の設
定個所

ファイル編集で構築している場合の設定個
所

(1) • J2EEサーバの場合
［EJBコンテナの設定］画面の「オプ
ション」の「通信ポート番号」

• SFOサーバの場合
［システムプロパティの設定］画面の
「システムプロパティの定義」に追加

usrconf.propertiesの
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rtキー

(2) ［J2EEサーバの基本設定］画面の「コン
テナの設定」の「簡易Webサーバのポー
ト番号」

usrconf.propertiesの ejbserver.http.port
キー

(3) ［Webコンテナの設定］画面の「Webサー
バとの接続」の「ポート番号」

usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.portキー

(4) ［トランザクションの設定］画面の「トラ
ンザクションに関する設定」の「JTAリカ
バリの固定ポート番号」

usrconf.propertiesの
ejbserver.distributedtx.recovery.portキー

(5) • J2EEサーバの場合
［ネーミングの設定］画面の「インプロ
セス選択時の設定」の「ポート番号」

• SFOサーバの場合
［SFOサーバの基本設定］画面の「ネー
ミングサービスの設定」

usrconf.propertiesの
ejbserver.naming.portキー
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(6) ［Webコンテナの設定］画面の「インプロ
セス HTTPサーバ機能の使用」の「ポー
ト番号」

usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.port
キー

(7) • J2EEサーバの場合
［通信の設定］画面の「RMIレジストリ
の設定」の「ポート番号」

• SFOサーバの場合
［通信の設定］画面の「RMIレジストリ
の設定」の「ポート番号」

usrconf.propertiesの
ejbserver.rmi.naming.portキー

(8) Connector属性ファイルの
<config-property>タグに指定する
RMSHPort※ 1

Connector属性ファイルの
<config-property>タグに指定する
RMSHPort※ 1

(9) • J2EEサーバの場合
［通信の設定］画面の「RMIレジストリ
の設定」の「通信ポート番号」

• SFOサーバの場合
［通信の設定］画面の「RMIレジストリ
の設定」の「通信ポート番号」

usrconf.propertiesの
ejbserver.rmi.remote.listener.portキー

(10) TP1インバウンドアダプタの Connector
属性ファイルのリソースアダプタの
<config-property>タグに指定する
scd_port

TP1インバウンドアダプタの Connector
属性ファイルのリソースアダプタの
<config-property>タグに指定する
scd_port

(11) TP1インバウンドアダプタの Connector
属性ファイルのリソースアダプタの
<config-property>タグに指定する
trn_port

TP1インバウンドアダプタの Connector
属性ファイルのリソースアダプタの
<config-property>タグに指定する
trn_port

(12) • J2EEサーバの場合
［J2EEコンテナの設定］画面の「運用
監視エージェントの設定」の「ポート番
号」

• SFOサーバの場合
［コンテナの設定］画面の「運用監視
エージェントの設定」の「ポート番号」

mngagent.<実サーバ名 >.propertiesの
mngagent.connector.portキー

(13) ［スマートエージェントの設定］画面の
「スマートエージェントに関する設定」の
「監視ポート番号」

環境変数 OSAGENT_PORT

(14) • CORBAネーミングサービスをインプロ
セスで起動する場合
［J2EEサーバの基本設定］画面の「利
用するネーミングサービスの設定」の
「インプロセス用のポート番号」
• CORBAネーミングサービスをアウトプ
ロセスで起動する場合
［ホスト内のサーバの設定］画面の
「ネーミングサービスの設定」の「ネー
ミングサービスのポート番号」

• CORBAネーミングサービスをインプロ
セスまたはアウトプロセスで自動起動す
る場合
usrconf.propertiesの
ejbserver.naming.portキー

• CORBAネーミングサービスを手動起動
する場合
nameservコマンドのコマンド引数に
「-Dvbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.liste
ner.port=<ポート番号 >」を指定。

項番 運用管理ポータルで構築している場合の設
定個所

ファイル編集で構築している場合の設定個
所
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(15) adminagent.propertiesの
adminagent.adapter.portキー

adminagent.propertiesの
adminagent.adapter.portキー

(16) sinaviagent.propertiesの
sinaviagent.portキー※ 2

sinaviagent.propertiesの
sinaviagent.portキー

(17) ［ネットワークの設定］画面の
「Management Server接続 HTTPポート
番号」

mserver.propertiesの
webserver.connector.http.portキー

(18) ［ネットワークの設定］画面の
「Management Server終了要求受信ポート
番号」

mserver.propertiesの
webserver.shutdown.portキー

(19) ［ネットワークの設定］画面の
「Management Server内部通信用ポート番
号」

mserver.propertiesの
webserver.connector.ajp13.portキー

(20) mserver.propertiesの
com.cosminexus.mngsvr.management.po
rtキー

mserver.propertiesの
com.cosminexus.mngsvr.management.po
rtキー

(21) mserver.propertiesの
com.cosminexus.mngsvr.management.lis
ten.portキー

mserver.propertiesの
com.cosminexus.mngsvr.management.lis
ten.portキー

(22) ［ホスト内のサーバの設定］画面の「J2EE
サーバの設定」の「ポート番号」の
「http」

httpsd.confの Listenディレクティブまた
は Portディレクティブ

(23) ［ホスト内のサーバの設定］画面の「J2EE
サーバの設定」の「ポート番号」の
「https」

httpsd.confの Listenディレクティブまた
は Portディレクティブ

(24) usrconf.properties（サーバ管理コマンド
用システムプロパティファイル）の
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rtキー

usrconf.properties（サーバ管理コマンド
用システムプロパティファイル）の
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rtキー

(25) ［レギュレータの設定］画面の「CTMレ
ギュレータの設定」の「設定ファイル」

ctmregltdコマンドまたは ctmstartコマ
ンドの引数 -CTMEjbPort

(26) ［スケジューリングの設定］画面の「詳細
設定」の「EJBリクエスト受信ポート番
号」

ctmstartコマンドの引数 -CTMEjbPort

(27) ［CTMの基本設定］画面の「基本設定」の
「ポート番号」

ctmstartコマンドの引数 -CTMPort

(28) ［CTMドメインマネジャの基本設定］画面
の「ポート番号」

ctmdmstartコマンドの引数 -CTMPort

(29) config.propertiesの imq.portmapper.port
キー

config.propertiesの imq.portmapper.port
キー

(30) config.propertiesの imq.jms.tcp.portキー config.propertiesの imq.jms.tcp.portキー 

項番 運用管理ポータルで構築している場合の設
定個所

ファイル編集で構築している場合の設定個
所
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注※ 1　RMSHPortは，リソースアダプタ Cosminexus RMのプロパティ定義で指定するコンフィ
グレーションプロパティです。RMSHPortについては，マニュアル「Cosminexus Reliable 
Messaging」の「6.　コンフィグレーションプロパティ」を参照してください。
注※ 2　サーバ通信エージェントの詳細については，サーバ通信エージェントのドキュメントを参照
してください。

(31) config.propertiesの imq.admin.tcp.port
キー 

config.propertiesの imq.admin.tcp.port
キー 

(32) vmx.propertiesの
vmx.vcenterserver.agent.portキー

vmx.propertiesの
vmx.vcenterserver.agent.portキー

項番 運用管理ポータルで構築している場合の設
定個所

ファイル編集で構築している場合の設定個
所
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4　 システム構成の検討（バッ
チアプリケーション実行基
盤）
この章では，バッチアプリケーション実行基盤を構築する場合
のシステム構成の検討について説明します。システムを設計す
る流れに沿って，標準的なシステム構成のパターンを示しま
す。また，意識する必要があるコンポーネント，プロセスおよ
び処理の流れについて説明します。
J2EEアプリケーション実行基盤のシステム構成を検討する場
合は，「3.　システム構成の検討（J2EEアプリケーション実行
基盤）」を参照してください。

4.1　システム構成を検討するときに考慮すること

4.2　バッチサーバを使用する場合のシステム構成
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4.1　システム構成を検討するときに考慮するこ
と

この節では，バッチアプリケーション実行基盤としてアプリケーションサーバを使用す
る場合に，システム構成の検討で考慮することについて説明します。

4.1.1　システムの目的と構成
バッチアプリケーション実行基盤は，Javaアプリケーションとして実装されたバッチア
プリケーションを実行するための環境です。バッチアプリケーションは，JSP，Servlet
および Enterprise Beanなどの J2EEアプリケーションを利用しない Javaアプリケー
ションとして実装します。なお，バッチアプリケーションから，J2EEサーバ上の
Enterprise Beanを呼び出すことはできます。

バッチアプリケーションは，バッチサーバ上で動作します。バッチアプリケーションが
リソースと接続する場合に使用するリソースアダプタも，バッチサーバ上で動作します。

バッチアプリケーションは，バッチ実行コマンドによって実行されます。バッチ実行コ
マンドは，ユーザが直接実行するほか，JP1/AJS2のジョブとして自動実行することがで
きます。

バッチアプリケーションを実行するシステムの構成例を次の図に示します。この図では，
アプリケーションサーバ上で，バッチアプリケーションごとに二つのバッチサーバが動
作しています。また，バッチアプリケーションは，JP1/AJS2を使用して実行していま
す。

図 4-1　バッチアプリケーションを実行するシステムの構成例
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このほか，バッチアプリケーションから J2EEサーバ上の Enterprise Beanに接続する
場合は，オンライン処理を実行するバックシステムに接続することもできます。バック
システムについては，「3.1.1　システムの目的と構成」を参照してください。

4.1.2　システム構成の設計手順
システム構成は，次の流れで設計します。

図 4-2　システム構成を設計する流れ（バッチアプリケーション実行基盤の場合）

（1） アプリケーションの起動方式を検討する

バッチアプリケーションの起動方式を検討します。次の 2種類から選択します。

●バッチサーバ上で起動する
バッチサーバ上で Javaアプリケーションを起動する方式です。常駐型の JavaVMプ
ロセスであるバッチサーバを使用することで，JavaVMの起動に掛かるオーバーヘッ
ドを削減できます。また，CTMを利用すると，バッチサーバ上で動作するバッチアプ
リケーションの実行をスケジューリングできます。
また，バッチサーバ上で起動する場合，リソースアダプタとして DB Connectorが使
用できます。

● cjclstartapコマンドを使用して個別に起動する
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javaコマンドと同じように Javaアプリケーションを起動する方式です。この方式の
場合，バッチアプリケーションを実行するたびに，JavaVMの起動が必要です。

起動方式としてバッチサーバ上で起動することを選択した場合は，次の検討項目に進み
ます。なお，cjclstartapコマンドを使用することを選択した場合は，以降の検討項目は
該当しません。

（2） トランザクションの使用方法を検討する

リソースと接続する場合は，トランザクションの使用方法を検討します。次の 2種類か
ら選択します。

● DB Connectorを使用する
アプリケーションサーバが提供するリソースアダプタである DB Connectorを使用す
る方法です。DB Connectorの機能として，コネクションプーリングやステートメン
トプーリングが使用できます。また，フルガーベージコレクションの発生を制御する
機能も使用できます。なお，バッチサーバで管理できるトランザクションは，ローカ
ルトランザクションです。

● JDBCドライバを直接使用する
JDBCドライバが提供する APIを使用して，トランザクション管理に必要な処理を実
装する方法です。

DB Connectorを使用する場合のリソースアダプタとリソースの構成については，「3.3.2
　リソースの種類とリソースアダプタ」を参照してください。ただし，バッチサーバの
場合，接続できるリソースはデータベースだけです。

（3） セキュリティの設定を確認する

バッチサーバは，SecurityManagerによるセキュリティ保護を無効にして起動します。

（4） 性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する

性能解析トレースファイルを出力するためのプロセスである PRFデーモン（パフォーマ
ンストレーサ）の配置を確認します。PRFデーモンは，バッチサーバごとに配置します。

（5） 運用管理および運用監視方法を決定する

運用管理および運用監視を実行するためのプロセスであるManagement Serverの配置
を確認します。バッチアプリケーション実行基盤では，バッチサーバと同じマシンに配
置します（ホスト単位管理モデルを使用します）。

（6） JP1との連携を検討する

バッチアプリケーションの実行を JP1/AJS2のジョブとして自動投入する場合は，JP1
との連携方法を検討します。
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（7） そのほかの機能の使用を検討する

使用する機能に応じて，次の構成を検討してください。

●サーバ間連携をする構成
バッチアプリケーションから J2EEサーバ上の Enterprise Beanを呼び出す場合に検
討します。「3.5　サーバ間での連携を検討する」を参照してください。

●クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えをする構成
バッチサーバを系切り替えの対象にする場合に検討します。
次の説明を参照してください。
•「3.11.1　アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1にする構成（トランザク
ションサービスを使用しない場合）」

•「3.11.4　アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互スタンバイにする構成」

参照先の記述のうち，「J2EEサーバ」は「バッチサーバ」に読み替えてください。

4.1.3　バッチアプリケーションを実行するシステムで使用す
る TCP/UDPのポートについての注意事項

バッチアプリケーションを実行するシステムで使用する TCP/UDPのポートについて，
プロセスごとに説明します。バッチアプリケーションを実行するシステムで使用する
TCP/UDPのポートを次の表に示します。

表 4-1　バッチアプリケーションを実行するシステムのプロセスが使用する TCP/UDPの
ポート

項番※
1

プロセス 説明

(1) バッチサーバ EJBコンテナのリクエスト受付ポート。

(2) 管理用通信ポート。

(3) Webサーバ（リダイレクタ）からのリクエスト受付ポート。

(5) インプロセスで起動するネーミングサービスのリクエスト受付ポート。

(7) RMIレジストリのリクエスト受付ポート。

(9) 稼働情報取得時のリクエスト受付ポート。

(13) スマートエージェ
ント※ 2

スマートエージェントの通信用ポート環境変数。
UDPによる双方向通信に必要です。

(25) CTMレギュレー
タ※ 2

CTMレギュレータが EJBクライアントからのリクエストを受け付ける
ポートの基底値。基底値＋プロセス数だけ使用します。
CTM使用時に必要です。
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注　スマートエージェントを使用する指定をした場合，スマートエージェントと通信するために，
この表で示した以外の複数のポートが使用されます。スマートエージェントの詳細については，マ
ニュアル「Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) プログラマーズリファレンス」を参照して
ください。
注※ 1　「3.18　アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号」の「表
3-4　アプリケーションサーバが使用する TCP/UDPのポート番号」の項番と対応しています。
注※ 2　バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使用する場合に，必要なプロセスです。

次の場合は，使用するポートが重複しないように設定してください。

• 一つのマシンで J2EEサーバとバッチサーバを同時に使用する場合
• 一つのマシンで複数のバッチサーバを同時に使用する場合

各プロセスが使用する TCP/UDPのポートの詳細については，「3.18　アプリケーション
サーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号」を参照してください。

(26) CTMデーモン※ 2 CTMデーモンが EJBクライアントからのリクエストを受け付けるポー
ト。
CTM使用時に必要です。

(27) CTMデーモンがほかのデーモンや J2EEサーバなどと通信するポート。
CTM使用時に必要です。

(28) CTMドメインマ
ネジャ※ 2

CTMドメインマネジャがほかの CTMドメインマネジャと通信するポー
ト。
CTM使用時に，TCPおよび UDP通信（ブロードキャスト）をするた
めに必要です。

項番※
1

プロセス 説明
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4.2　バッチサーバを使用する場合のシステム構
成

この節では，バッチサーバを使用する場合のシステム構成について説明します。バッチ
サーバを使用するシステムは，バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使用
するかどうかによって，構成が異なります。

4.2.1　バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使
用しないシステムのシステム構成

バッチサーバを使用する場合に，バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使
用しないときのシステムの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

バッチサーバを使用する構成の一つで，CTMを使用しないシステム構成です。この場
合，アプリケーションサーバにはバッチサーバを配置します。バッチサーバは，Smart 
Composer機能のWebシステム（j2ee-tier）として構築，運用します。バッチアプリ
ケーションの実行には，バッチ実行コマンドを使用します。バッチ実行コマンドは，
JP1/AJS2にジョブとして定義して実行できます。

バッチサーバを配置するシステム構成の例を次の図に示します。この例では，バッチア
プリケーションは JP1/AJS2から実行します。また，バッチアプリケーションからリ
ソースアダプタを使用してHiRDBにアクセスします。
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図 4-3　バッチサーバを配置するシステム構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
リソースとの接続に DB Connectorが使用できます。また，uCosminexus Batch 
Job Execution Serverとの連携もできます。

処理の流れ
バッチアプリケーションの実行は，JP1/AJS2のジョブとして定義しておきます。
JP1/AJS2のジョブとして実行されたバッチアプリケーションは，バッチサーバ上の
DB Connectorを経由して HiRDBにアクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Serverをインストールする必要があ
ります。なお，開発環境の場合は，Developerをインストールする必要があります。

さらに，JP1/AJS2によってバッチアプリケーションを実行する場合や，uCosminexus 
Batch Job Execution Serverと連携したジョブの制御をする場合は，次の製品もインス
トールする必要があります。

JP1/AJS2と連携する場合に必要な製品
• JP1/Base
• JP1/AJS2 - Agent
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4.　システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）
• JP1/AJS2 - Manager
• JP1/AJS2 - View

uCosminexus Batch Job Execution Serverと連携する場合に必要な製品
• uCosminexus Batch Job Execution Server
• JP1/AJS2と連携する場合に必要な製品

起動するプロセスは次のとおりです。

●バッチサーバ

● PRFデーモン

●Management Server

●運用管理エージェント

● JP1/Baseと JP1/AJS2のプロセス（JP1/AJS2と連携する場合）

● uCosminexus Batch Job Execution Serverのプロセス（uCosminexus Batch Job 
Execution Serverと連携する場合）

また，データベースと接続する場合は，使用するデータベースと接続するためのソフト
ウェアが必要です。データベースに接続するために必要な製品については，「3.6.1　ロー
カルトランザクションを使用する場合の構成」を参照してください。ただし，バッチ
サーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。

• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2

（b）管理サーバマシンおよび管理クライアントマシン

管理サーバマシンおよび管理クライアントマシンは，JP1/AJS2と連携する場合に必要で
す。インストールする製品および起動するプロセスについては，マニュアル「JP1/
Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

（c）データベースサーバマシン

データベースサーバマシンに必要な製品については，「3.6.1　ローカルトランザクション
を使用する場合の構成」のリソースマネジャが動作するマシンの説明を参照してくださ
い。ただし，バッチサーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。

• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2
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4.2.2　バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使
用するシステムのシステム構成

バッチサーバを使用する場合に，バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使
用するときのシステムの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴

バッチサーバを使用する構成の一つで，CTMを使用するシステム構成です。この場合，
アプリケーションサーバにはバッチサーバと CTMを配置します。バッチサーバと CTM
は，Smart Composer機能のWebシステム（ctm-tier）として構築，運用します。バッ
チアプリケーションの実行には，バッチ実行コマンドを使用します。JP1/AJS2のジョ
ブ，または直接コマンドから実行されたバッチアプリケーションの実行は，CTMによっ
てスケジューリングされ，バッチサーバに振り分けられます。

CTMを使用するシステム構成の例を次の図に示します。この例では，バッチサーバを 2
台配置し，CTMを使用してバッチアプリケーションの実行リクエストをスケジューリン
グします。バッチ実行コマンドは JP1/AJS2のジョブから実行します。

図 4-4　CTMを使用するシステム構成の例
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これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してください。

特徴
CTMによってバッチアプリケーションの実行リクエストをスケジューリングするこ
とで，複数のバッチ実行コマンドを同時に実行できます。また，バッチ実行コマン
ドでバッチサーバを指定する必要がありません。このため，バッチ実行コマンドを
JP1/AJSのジョブで定義している場合でも，ジョブの定義を変更することなく，
バッチサーバの同時実行数を変更できます。

処理の流れ
JP1/AJS2のジョブ，または直接バッチ実行コマンドから実行されたバッチアプリ
ケーションは，CTMのスケジュールキューにバッチアプリケーションの実行リクエ
ストとして登録されます。スケジュールキュー内のバッチアプリケーションの実行
リクエストは，CTMによって適切なバッチサーバに振り分けられます。なお，振り
分け先のバッチサーバがない場合，バッチアプリケーションの実行リクエストはス
ケジュールキュー内に滞留（待機）します。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア

それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（a）アプリケーションサーバマシン

アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterpriseをインストールす
る必要があります。なお，開発環境の場合は，Developer Professionalをインストールす
る必要があります。

さらに，JP1/AJS2によってバッチアプリケーションを実行する場合は，次の製品もイン
ストールする必要があります。

• JP1/Base
• JP1/AJS2 - Agent
• JP1/AJS2 - Manager
• JP1/AJS2 - View

！！！！ 注意事項
 

バッチアプリケーションのスケジューリング機能を使用する場合は，uCosminexus Batch 
Job Execution Serverと連携できません。

起動するプロセスは次のとおりです。

●バッチサーバ

● PRFデーモン

●グローバル CORBAネーミングサービス
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● CTMのプロセス群（CTMデーモンおよび CTMレギュレータ）

● CTMドメインマネジャ

●スマートエージェント

●Management Server

●運用管理エージェント

● JP1/Baseと JP1/AJS2のプロセス（JP1/AJS2と連携する場合）

また，データベースと接続する場合は，使用するデータベースと接続するためのソフト
ウェアが必要です。データベースに接続するために必要な製品については，「3.6.1　ロー
カルトランザクションを使用する場合の構成」を参照してください。ただし，バッチ
サーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。

• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2

（b）管理サーバマシンおよび管理クライアントマシン

管理サーバマシンおよび管理クライアントマシンは，JP1/AJS2と連携する場合に必要で
す。インストールする製品および起動するプロセスについては，マニュアル「JP1/
Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

（c）データベースサーバマシン

データベースサーバマシンに必要な製品については，「3.6.1　ローカルトランザクション
を使用する場合の構成」のリソースマネジャが動作するマシンの説明を参照してくださ
い。ただし，バッチサーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。

• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2
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5　 使用するリソースの見積も
り（J2EEアプリケーション
実行基盤）
この章では，J2EEアプリケーションを実行するシステムで使
用するリソース，および仮想メモリ使用量の見積もり方法につ
いて説明します。システムを動作させるために必要なディスク
およびメモリの容量を算出するときの参考にしてください。
バッチアプリケーション実行基盤の使用リソースおよび仮想メ
モリ所要量の見積もりについては，「6.　使用するリソースの
見積もり（バッチアプリケーション実行基盤）」を参照してく
ださい。

5.1　システム構成ごとに使用するリソース

5.2　プロセスごとに使用するリソース

5.3　仮想メモリの使用量の見積もり
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5.1　システム構成ごとに使用するリソース
システムが動作するためには，OSやデータベースなどのホスティング環境の設定が必要
な場合があります。システムが必要とするリソースは，システムの構成ごとに異なるた
め，ここではシステム構成ごとに使用するリソースと，リソースの所要量の見積もりに
ついて説明します。システム構成ごとに使用するリソースと，リソースの見積もりの参
照先を次の表に示します。

表 5-1　システム構成ごとに使用するリソースと見積もりの参照先

注※
メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，J2EEサーバが使用するメモリ量が増
加します。

また，プロセスごとに使用するリソースの見積もりについては，「5.2　プロセスごとに
使用するリソース」を参照してください。

仮想メモリ所要量については，「5.3　仮想メモリの使用量の見積もり」を参照してくだ
さい。ディスク占有量については，アプリケーションサーバのリリースノートを参照し
てください。

ポイント
 

Windowsシステムの場合は，この節で説明する内容のうち，「5.1.4　データベースの使用リ
ソース」だけを参照してください。
システムで利用できるプロセス数，共用メモリ，ファイルディスクリプタ数，および
Windowsシステムやプロセスで利用できるスレッド数に，特に制限はありません。

5.1.1　Webサーバと J2EEサーバを同じマシンに配置する場
合の使用リソース

Webサーバと J2EEサーバを同じマシンに配置する場合の使用リソースの見積もりにつ
いて，OSごとに説明します。

システム構成ごとに使用するリソース 参照先

Webサーバと J2EEサーバを同じマシンに配置する場合の使用リソース 5.1.1

Webサーバと J2EEサーバを別のマシンに配置する場合の使用リソース 5.1.2

インプロセス HTTPサーバ機能を使用する場合の使用リソース 5.1.3

データベースの使用リソース 5.1.4

運用管理サーバの使用リソース 5.1.5

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合の使用リソース※ 5.1.6

CTMを使用する場合の使用リソース 5.1.7
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5.　使用するリソースの見積もり（J2EEアプリケーション実行基盤）
なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

（1） AIXの場合

AIXの場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-2　使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

注※ 3
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（2） HP-UXの場合

HP-UXの場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

－

プロセス数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 5 －

スレッド数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
41＋ J2EEサーバのスレッド数※ 3

－

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 3＋ 76＋リクエスト最大同時処理
数※ 2× 4

/etc/security/limits
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5.　使用するリソースの見積もり（J2EEアプリケーション実行基盤）
表 5-3　使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

注※ 3
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（3） Linuxの場合

Linuxの場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-4　使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1×
1,024＋ 18,496＋リクエスト最
大同時処理数※ 2× 14× 1,024

kctune shmmax= 1073741824

プロセス数 nproc リクエスト最大同時処理数※ 2

× 2＋ 5
kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread リクエスト最大同時処理数※ 2

× 2＋ 41＋ J2EEサーバのス
レッド数※ 3

kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile J2EEサーバのファイルディス
クリプタ数※ 3＋ 76＋リクエス
ト最大同時処理数※ 2× 4

kctune nfile= 65536

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max※ 3 リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 5 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 3 リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
41＋ J2EEサーバのスレッド数※ 4

－
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（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

注※ 3
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

注※ 4
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（4） Solarisの場合

Solarisの場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-5　使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ

ファイルディ
スクリプタ数

fs.file-max J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 4＋ 76＋リクエスト最大同時処理
数※ 2× 4

/proc/sys/fs/
file-max

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

/etc/system

プロセス数 max_nprocs リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 5 /etc/system

スレッド数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
41＋ J2EEサーバのスレッド数※ 3

－

ファイルディ
スクリプタ数

rlim_fd_max J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 3＋ 76＋リクエスト最大同時処理
数※ 2× 4

/etc/system

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例
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ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

注※ 3
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

5.1.2　Webサーバと J2EEサーバを別のマシンに配置する場
合の使用リソース

Webサーバと J2EEサーバを別のマシンに配置する場合の使用リソースの見積もりにつ
いて，OSごとに説明します。Webサーバと J2EEサーバを別マシンに配置する場合は，
Webサーバマシンとアプリケーションサーバマシンのそれぞれで使用するリソースを見
積もります。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

（1） AIXの場合

AIXの場合の，Webサーバマシンおよびアプリケーションサーバマシンの使用リソース
の見積もりについて説明します。

（a）Webサーバマシンの使用リソースの見積もり

Webサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-6　Webサーバマシンの使用リソースの見積もり（AIXの場合）

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

－

プロセス数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 4 －

スレッド数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
35

－

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles リクエスト最大同時処理数※ 2× 4＋
75

/etc/security/limits
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（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

（b）アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり

アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-7　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（2） HP-UXの場合

HP-UXの場合の，Webサーバマシンおよびアプリケーションサーバマシンの使用リソー
スの見積もりについて説明します。

（a）Webサーバマシンの使用リソースの見積もり

Webサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

－

プロセス数 － 4 －

スレッド数 － J2EEサーバのスレッド数※ 2＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 2＋ 43

/etc/security/limits
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表 5-8　Webサーバマシンの使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

（b）アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり

アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-9　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1×
1,024＋ 18,496＋リクエスト最
大同時処理数※ 2× 14× 1,024

kctune shmmax= 1073741824

プロセス数 nproc リクエスト最大同時処理数※ 2

× 2＋ 4
kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread リクエスト最大同時処理数※ 2

× 2＋ 35
kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile リクエスト最大同時処理数※ 2

× 4＋ 75
kctune nfile= 65536

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024
＋ 18,496

kctune shmmax= 1073741824

プロセス数 nproc 4 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread J2EEサーバのスレッド数※ 2＋
34

kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile J2EEサーバのファイルディスク
リプタ数※ 2＋ 43

kctune nfile= 65536
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J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（3） Linuxの場合

Linuxの場合の，Webサーバマシンおよびアプリケーションサーバマシンの使用リソー
スの見積もりについて説明します。

（a）Webサーバマシンの使用リソースの見積もり

Webサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-10　Webサーバマシンの使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

注※ 3
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

（b）アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり

アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max※ 3 リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 4 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 3 リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
35

－

ファイルディ
スクリプタ数

fs.file-max リクエスト最大同時処理数※ 2× 4＋
75

/proc/sys/fs/
file-max
219



5.　使用するリソースの見積もり（J2EEアプリケーション実行基盤）
表 5-11　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

注※ 3
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（4） Solarisの場合

Solarisの場合の，Webサーバマシンおよびアプリケーションサーバマシンの使用リソー
スの見積もりについて説明します。

（a）Webサーバマシンの使用リソースの見積もり

Webサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-12　Webサーバマシンの使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max※ 2 4 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 2 J2EEサーバのスレッド数※ 3＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

fs.file-max J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 3＋ 43

/proc/sys/fs/
file-max

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋リクエスト最大同時処理数※ 2

× 14× 1,024

/etc/system

プロセス数 max_nprocs リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋ 4 /etc/system

スレッド数 － リクエスト最大同時処理数※ 2× 2＋
35

－
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（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
Webサーバで同時に処理できるリクエストの最大数を指します。

（b）アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり

アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-13　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

5.1.3　インプロセス HTTPサーバ機能を使用する場合の使用
リソース

インプロセス HTTPサーバ機能を使用する場合の使用リソースの見積もりについて，OS

ファイルディ
スクリプタ数

rlim_fd_max リクエスト最大同時処理数※ 2× 4＋
75

/etc/system

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

/etc/system

プロセス数 max_nprocs 4 /etc/system

スレッド数 － J2EEサーバのスレッド数※ 2＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

rlim_fd_max J2EEサーバのファイルディスクリプタ
数※ 2＋ 43

/etc/system

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例
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ごとに説明します。インプロセス HTTPサーバ機能を使用する場合，アプリケーション
サーバマシンの使用リソースを見積もります。

（1） AIXの場合

AIXの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについては，
「5.1.2(1)(b)　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり」を参照してく
ださい。

（2） HP-UXの場合

HP-UXの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて
は，「5.1.2(2)(b)　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり」を参照し
てください。

（3） Linuxの場合

Linuxの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについては，
「5.1.2(3)(b)　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり」を参照してく
ださい。

（4） Solarisの場合

Solarisの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて
は，「5.1.2(4)(b)　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり」を参照し
てください。

5.1.4　データベースの使用リソース
DBMSの使用リソースの見積もりについて説明します。

仮想メモリ所要量については，「5.3　仮想メモリの使用量の見積もり」を参照してくだ
さい。また，ディスク占有量については，Application Serverまたは Developerのリ
リースノートを参照してください。

DBMSの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-14　DBMSの使用リソースの見積もり

DBMS 使用リソース 所要量

HiRD
B

最大同時接続数
(pd_max_users)

Oracle 最大同時接続数
(PROCESSES)
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注※ 1
nは，システム内の J2EEサーバにデプロイするリソースアダプタの総和です。

注※ 2
Connector属性ファイルのMaxPoolSizeパラメタの値を指定します。

注※ 3
次に示す条件に当てはまる場合に，× 2を行ってください。

(a)　HiRDBのバージョンが 07-01以前の場合に次の操作をするとき
1. トランザクションサポートレベルに XATransactionを使用する。
2. トランザクション外でコネクションを使用してデータベースにアクセスす
る。

(b)　HiRDBのバージョンが 07-02以降の場合に次の操作をするとき
1. トランザクションサポートレベルに XATransactionを使用する。
2. アプリケーションサーバが管理するトランザクション内でコネクション※を
使ってデータベースにアクセスする。

3. 2.のトランザクションが決着する前に，トランザクション外でコネクション
※を使ってデータベースにアクセスする。

注※　このコネクションは 1.の DB Connectorから取得したコネクションで，
かつ同一コネクションです。

注※ 4
トランザクションサポートレベルに XATransactionを指定しているリソースアダプ
タの場合に，＋ 1を行ってください。

注※ 5
＋αは，一時的にコネクションプールの最大値をオーバーするおそれのあるコネク
ションを指します。詳細を次に示します。
• コネクションの障害検知機能を使用する場合
コネクションの障害検知機能を使用する場合，コネクションプールから取り除い
た未使用のコネクションは，コネクションプール内のコネクション数としてカウ
ントされません。そのため，コネクションプール内のコネクションとコネクショ
ンプールから取り除いた未使用のコネクションの総和が，コネクションプールの
コネクション数の最大値を一時的に超えることがあります。

• cjclearpoolコマンドを使用する場合
通常モードの場合，コネクションプールから取り除いた使用中のコネクションは，
コネクション数としてカウントされません。そのため，コネクションプール内の
コネクションとコネクションプールから取り除いた使用中のコネクションの総和
がコネクションプールの最大値を超えることがあります。
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5.1.5　運用管理サーバの使用リソース
運用管理サーバの使用リソースの見積もりについて，OSごとに説明します。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

（1） AIXの場合

運用管理サーバの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-15　運用管理サーバの使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

（2） HP-UXの場合

運用管理サーバの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-16　運用管理サーバの使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

（3） Linuxの場合

運用管理サーバの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-17　運用管理サーバの使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定ファイ
ル例

プロセス数 － 5 －

スレッド数 － 56 －

ファイルディスクリプタ数 nofiles 43＋ J2EEサーバ数 /etc/security/limits

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

プロセス数 nproc 5 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread 56 kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile 43＋ J2EEサーバ数 kctune nfile= 65536

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

プロセス数 threads-max※ 5 /proc/sys/kernel/
threads-max
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（凡例）－：該当しません。

注※
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

（4） Solarisの場合

運用管理サーバの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-18　運用管理サーバの使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

5.1.6　メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合
の使用リソース

メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合の，セッションフェイルオーバ
サーバマシンの使用リソースの見積もりについて，OSごとに説明します。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

なお，メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合，J2EEサーバが使用するメ
モリ量が増加します。J2EEサーバ単位のメモリ増加量を求める式を次に示します。

Webアプリケーション単位のメモリ増加量の合計は，それぞれのWebアプリケーション
で使用するメモリ増加量を合計したものです。Webアプリケーションで使用するメモリ

スレッド数 threads-max※ 56 －

ファイルディ
スクリプタ数

fs.files-max 43＋ J2EEサーバ数 /proc/sys/fs/
file-max

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定ファイ
ル例

プロセス数 maxuprc 5 /etc/system

スレッド数 － 56 －

ファイルディスクリプタ数 rlim_fd_max 43＋ J2EEサーバ数 /etc/system

J2EEサーバ単位のメモリ増加量（単位：メガバイト）
　＝Webアプリケーション単位のメモリ増加量の合計＋ 1.5

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例
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増加量は，次の式で求められます。

注※ 1
Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数を設定しているかどうかによって値が異なり
ます。最大同時実行スレッド数に指定する値を次の表に示します。

表 5-19　最大同時実行スレッド数に指定する値

なお，Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「2.17　Webアプリケーション
単位での同時実行スレッド数の制御」を参照してください。

注※ 2
DD（web.xml）で設定したメモリセッションフェイルオーバ機能用の設定パラメタ
（GSInfosLengthMax）の値です。GSInfosLengthMaxパラメタについては，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「7.　メモリセッションフェイル
オーバ機能」を参照してください。

（1） AIXの場合

セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に
示します。

表 5-20　セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もり（AIXの場
合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1

Webアプリケーションで使用するメモリ増加量（単位：メガバイト）
　＝最大同時実行スレッド数※ 1×グローバルセッション情報の最大サイズ※ 2× 1.5

Webアプリケーション単位の同時実行
スレッド数の設定

最大同時実行スレッド数に指定する値

設定あり Webアプリケーション単位の最大同時実行スレッド数

設定なし Webコンテナ単位の最大同時実行スレッド数

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

－

プロセス数 － 4 －

スレッド数 － SFOサーバのスレッド数※ 2＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles SFOサーバのファイルディスクリプタ
数※ 2＋ 43

/etc/security/limits
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パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
SFOサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EEサーバと同じです。J2EE
サーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使用する
リソースの見積もり」を参照して算出してください。

（2） HP-UXの場合

セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に
示します。

表 5-21　セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もり（HP-UXの
場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
SFOサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EEサーバと同じです。J2EE
サーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使用する
リソースの見積もり」を参照して算出してください。

（3） Linuxの場合

セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に
示します。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024
＋ 18,496

kctune shmmax= 1073741824

プロセス数 nproc 4 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread SFOサーバのスレッド数※ 2＋
34

kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile SFOサーバのファイルディスク
リプタ数※ 2＋ 43

kctune nfile= 65536
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表 5-22　セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もり（Linuxの
場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

注※ 3
SFOサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EEサーバと同じです。J2EE
サーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使用する
リソースの見積もり」を参照して算出してください。

（4） Solarisの場合

セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もりについて，次の表に
示します。

表 5-23　セッションフェイルオーバサーバマシンの使用リソースの見積もり（Solarisの
場合）

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max※ 2 4 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 2 SFOサーバのスレッド数※ 3＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

fs.file-max SFOサーバのファイルディスクリプタ
数※ 3＋ 43

/proc/sys/fs/
file-max

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496

/etc/system

プロセス数 max_nprocs 4 /etc/system

スレッド数 － SFOサーバのスレッド数※ 2＋ 34 －

ファイルディ
スクリプタ数

rlim_fd_max SFOサーバのファイルディスクリプタ
数※ 2＋ 43

/etc/system
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（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
SFOサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EEサーバと同じです。J2EE
サーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使用する
リソースの見積もり」を参照して算出してください。

5.1.7　CTMを使用する場合の使用リソース
CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて，OSごとに説明します。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

（1） AIXの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

表 5-24　CTM使用時の使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共
用メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メ
モリ※ 2

－

プロセス数 － 7＋ J2EEサーバ数※ 3 －

スレッド数 － 72＋ (J2EEサーバのスレッド数※ 4＋

7)× J2EEサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles 88＋ (J2EEサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)× J2EEサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/etc/security/limits
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パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「5.1.7(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.1.7(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズの計算式

共用メモリ用ファイルサイズを算出するには，CTMドメインマネジャの共用メモリおよ
び CTMデーモンの共用メモリを算出する必要があります。それぞれの計算式について次
に示します。

なお，計算式中の可変値には，次の値を使用してください。「ctm.」で始まるパラメタに
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (
サーバ定義 )」の「4.18　論理 CTMで指定できるパラメタ」を参照してください。

計算式に使用する値
-CTMMaxCTM：64
-CTMQueueCount：ctm.QueueCount
-CTMClientConnectCount：256
-CTMServerConnectCount：ctm.ServerConnectCount
-CTMEntryCount：-CTMClientConnectCount＋ -CTMServerConnectCount
-CTMServerCacheSize：ctm.ServerCacheSize
-CTMQueueRegistCount：ctm.QueueRegistCount
-CTMDispatchParallelCount：ctm.DispatchParallelCount

● CTMドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式

CTMドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式を次に示します。

共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
1,018,320＋（2,362 × -CTMMaxCTM指定値）
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● CTMデーモンの共用メモリ用ファイルサイズの計算式

CTMデーモンの場合は，CTMデーモン単位で固定長の共用メモリ用ファイルと可変長
の共用メモリ用ファイルを確保する必要があります。それぞれの計算式を次に示します。

固定長の共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
551,840 ＋ （1,208 × -CTMQueueCount指定値）

可変長の共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
1,027,008
＋（928 × -CTMClientConnectCount指定値）
＋（256 × -CTMServerConnectCount指定値）
＋（512 × -CTMEntryCount指定値）
＋（1,024 × -CTMServerCacheSize指定値）
＋（512 × -CTMQueueCount指定値）
＋（544 × -CTMQueueCount指定値 × -CTMQueueRegistCount指定値）
＋（512 × -CTMDispatchParallelCount指定値）

（b）CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式

スレッド数およびファイルディスクリプタ数を算出するには，CTMデーモンで必要とす
るスレッド数とファイルディスクリプタ数を算出する必要があります。それぞれの計算
式について次に示します。

● CTMデーモンで必要とするスレッド数の計算式

最大値 = 
（A× 4＋ B× 3＋ C× 2＋ D× E＋ F＋ G＋ 32） / 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

● CTMデーモンで必要とするファイルディスクリプタ数の計算式

最大値 = 
（A× 2＋ B× 4＋ C× 2＋ D× E＋ F× EJBのインタフェース数＋ G＋ 100） / 
0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
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• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

（2） HP-UXの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

表 5-25　CTM使用時の使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「5.1.7(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024
＋ 18,496＋ CTMドメインマネ
ジャの共用メモリ※ 2＋ CTM
デーモンの共用メモリ※ 2

kctune shmmax= 1073741824

プロセス数 nproc 7＋ J2EEサーバ数※ 3 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread 72＋ (J2EEサーバのスレッド数
※ 4＋ 7)× J2EEサーバ数※ 3＋
CTMデーモンで必要とするス
レッド数※ 5

kctune nkthread= 8416

ファイルディ
スクリプタ数

nfile 88＋ (J2EEサーバのファイル
ディスクリプタ数※ 4＋ 6)×
J2EEサーバ数※ 3＋ CTMデー
モンで必要とするファイルディ
スクリプタ数※ 5

kctune nfile= 65536
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CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.1.7(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

（3） Linuxの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

表 5-26　CTM使用時の使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「5.1.7(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.1.7(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共
用メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メ
モリ※ 2

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max 7＋ J2EEサーバ数※ 3 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max 72＋ (J2EEサーバのスレッド数※ 4＋

7)× J2EEサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディ
スクリプタ数

fs.file-max 88＋ (J2EEサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)× J2EEサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/proc/sys/fs/
file-max
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（4） Solarisの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

表 5-27　CTM使用時の使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「5.1.7(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
J2EEサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.2.1　J2EEサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「5.1.7(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

システムリ
ソース

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共
用メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メ
モリ※ 2

/etc/system

プロセス数 max_nprocs 7＋ J2EEサーバ数※ 3 /etc/system

スレッド数 － 72＋ (J2EEサーバのスレッド数※ 4＋

7)× J2EEサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディ
スクリプタ数

rlim_fd_max 88＋ (J2EEサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)× J2EEサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/etc/system
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5.2　プロセスごとに使用するリソース
この節では，アプリケーションサーバの各プロセスで使用するリソースの所要量の見積
もりについて説明します。

5.2.1　J2EEサーバが使用するリソースの見積もり
ここでは，J2EEサーバプロセスのスレッド数とファイルディスクリプタ数の見積もりに
ついて説明します。

参考
 

SFOサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EEサーバと同じです。J2EE
サーバの計算式を使用して算出してください。

（1） スレッド数

スレッド数の計算式を次に示します。(a)と (b)の合計が，J2EEサーバが使用するス
レッド数です。

（a）基本のスレッド数

次の計算式で算出してください。

● CORBAネーミングサービスをインプロセスで起動し，インプロセス HTTPサーバを
使用する場合
最大スレッド数 = （65＋ A＋ B＋ 3× C＋ D＋ 5× E＋ 2× F＋ G＋ H＋ I＋ K） 
/ 0.8
　

● CORBAネーミングサービスをインプロセスで起動し，Hitachi Web Serverを使用する
場合
最大スレッド数 = （63＋ A＋ B＋ 3× C＋ D＋ 5× E＋ 2× F＋ G＋ H＋ J＋ K） 
/ 0.8
　

（凡例）
• A：デプロイ済みの Entity Bean，Stateless Session Bean，Stateful Session 

Beanの数の合計
• B：Message-driven Beanを使用する場合，Message-driven Beanの最大インス
タンス数

• C：EJBサーバ側の最大同時実行数（接続する最大 EJBクライアント数）
• D：CORBAネーミングサービスのスレッド数（ただし，CORBAネーミングサー
ビスをインプロセスで起動（usrconf.propertiesの
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ejbserver.naming.startupModeキーに inprocessを指定）した場合だけ加算する）
• E：データベースコネクションの数
• F：リソースアダプタ数
• G：簡易Webサーバへの同時接続クライアント数（ただし，簡易Webサーバへの
同時接続クライアント数が 5以下の場合は 5，100以上の場合は 100を指定する）

• H：デプロイ済みのWebアプリケーションの数
• I：インプロセス HTTPサーバのスレッド数（インプロセスHTTPサーバ機能を
利用する場合だけ加算する。このスレッド数は，usrconf.propertiesで制御でき
る）

• J：Webサーバの同時接続クライアント数（ただし，Webサーバの同時接続クラ
イアント数がWebコンテナの最大同時実行スレッド数（usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.max_threadsキーに指定した値）以下の場合は，Web
コンテナの最大同時実行スレッド数を指定する）

• K：次の式で算出した TP1インバウンドアダプタのスレッド数（TP1インバウン
ド連携機能を使用する場合だけ加算する。このスレッド数は Connector属性ファ
イルで制御できる）
4＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ rpc_max_thread_countに指定した
スレッド数
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ trn_max_thread_countに指定したス
レッド数
＋ TP1インバウンドアダプタと連携するデプロイ済みのMessage-driven Bean
（サービス）の数の合計
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティMaxTPoolSizeに指定した数

（b）JavaVMのオプション指定に応じて使用するスレッド数

JavaVMのオプション指定に応じて，次の計算式で算出してください。Aは，
-XX:+UseParNewGCオプションを指定している場合だけ加算します。Bは，
-XX:+HitachiUseExplicitMemoryオプションを指定した場合だけ加算します。

最大スレッド数 = A + B

（凡例）
• A：パラレルコピーガーベージコレクションで使用するスレッド数
（-XX:ParallelGCThreadsオプションに指定した値。このオプションの指定を省略
した場合は，論理 CPU数を基にした -XX:ParallelGCThreadsオプションのデ
フォルト値。なお，J2EEサーバ起動時の論理 CPU数によって決定されるため，
起動後に論理 CPUの数を変更してもスレッド数は変化しない）

• B：明示管理ヒープ機能で使用するスレッド数（論理 CPU数。ただし，論理プロ
セッサ数が 8以上の場合は 8。なお，J2EEサーバ起動時の論理 CPU数によって
決定されるため，起動後に論理 CPUの数を変更してもスレッド数は変化しない）
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JavaVMのオプションについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 
リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の次の個所を参照してください。

• 19.5　Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMのオプション
• -XX:[+|-]HitachiUseExplicitMemory（明示管理ヒープ機能オプション）

（2） ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数の計算式を次に示します。

最大ファイルディスクリプタ数 = （137＋ A＋ B× 3＋ C＋ D＋ E× 2＋ F＋ G＋ H
＋ I＋ J× 2＋ K） / 0.8

（凡例）
• A：データベースコネクションの数
• B：EJBクライアントのプロセス数
• C：Webサーバの同時接続クライアント数（ただし，Webサーバの同時接続クラ
イアント数がWebコンテナの最大同時実行スレッド数（usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.max_threadsキーに指定した値）より大きい場合は，
Webサーバの同時接続クライアント数＋ 1を指定する）

• D：Webコンテナの最大同時実行スレッド数
• E：簡易Webサーバへの同時接続クライアント数
• F：インプロセス HTTPサーバ機能を有効にしている場合は 4，無効にしている場
合は 0

• G：インプロセスHTTPサーバへの同時接続クライアント数
• H：次の式で算出した TP1インバウンドアダプタが使用するファイルディスクリ
プタ数（TP1インバウンド連携機能を使用する場合だけ加算する。なお，先頭で
加算している固定値は，TP1インバウンド連携機能の内部のファイルディスクリ
プタ数）
JDK 6かつ，Linuxの場合
12＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティmax_connectionsに指定した値
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ trn_max_connectionsに指定した値
＋各MDB（サービス）のMessage-driven Bean属性ファイルの
<pooled-instance><maximum>に指定した値の総和× 3
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ rpc_max_thread_countに指定したス
レッド数× 3
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ trn_max_thread_countに指定したス
レッド数× 3
上記以外の場合
8＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティmax_connectionsに指定した値
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ trn_max_connectionsに指定した値
＋各MDB（サービス）のMessage-driven Bean属性ファイルの
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<pooled-instance><maximum>に指定した値の総和× 2
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ rpc_max_thread_countに指定したス
レッド数× 2
＋ TP1インバウンドアダプタのプロパティ trn_max_thread_countに指定したス
レッド数× 2

• I：J2EEアプリケーションに含む JARファイルの数
• J：リソースアダプタ数
• K：usrconf.cfgの add.class.pathキーに指定した JARファイルの数

（3） CORBAネーミングサービス（インプロセス起動時）のスレッド数の見積
もり

CORBAネーミングサービスを J2EEサーバ起動時にインプロセスで起動させる場合に，
J2EEサーバ上で生成される CORBAネーミングサービスのスレッド数の見積もりにつ
いて説明します。

インプロセスで起動する場合の CORBAネーミングサービスのスレッド数は，次のよう
に見積もります。

合計スレッド数 = 初期化時に生成されるスレッド数＋ワーカスレッド数

（a）初期化時に生成されるスレッド数

初期化時に生成されるスレッド数は，usrconf.propertiesの
vbroker.agent.enableLocatorキーの値が trueの場合は 6，falseの場合は 4です。なお，
vbroker.agent.enableLocatorキーは，CTM連携機能を有効（ejbserver.ctm.enabled
キーに trueを指定）にした場合，自動的に trueが設定されます。

（b）ワーカスレッド数

ワーカスレッド数は，「同時受け付けリクエスト数＋ 1」と「クライアントと CORBA
ネーミングサービス間のコネクション数」の合計になります。

ワーカスレッド数に関連するキーを次に示します。

• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMax
• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMin
• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMaxIdle

これらのキーは，usrconf.propertiesの ejbserver.naming.exec.argsキーの値として指定
します。これらのキーの詳細については，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server 
VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」，およびマニュアル「Borland(R) Enterprise 
Server VisiBroker(R) プログラマーズリファレンス」を参照してください。

vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMaxキーで最大値を指定している場合
のワーカスレッド数は，「このキーで指定した最大値」と「クライアントと CORBAネー
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ミングサービス間のコネクション数」の合計になります。

ただし，vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMinキーでワーカスレッド数
の最小値を指定している場合，ワーカスレッド合計数が最小値に満たないときは，最小
値がワーカスレッド数となります。

最大値を指定していない場合は，多重度の増加に伴いワーカスレッド数も増加していき
ます。ただし，ワーカスレッドは，アイドルになってから
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.dispatcher.threadMaxIdleキー（デフォルト値は 300
秒）で指定した時間が経過したあとに消滅（30秒の誤差があります）しますので，負荷
が下がるとスレッド数も減少します。

ワーカスレッド数の最大値を指定している場合に，スレッド数とワーカスレッドの最大
値が同じになったときは，これ以降のリクエスト受け付けはエラー扱いにはしないで，
次のように処理を継続します。

• 受信済みのリクエストについては処理を継続します。
• 新規のリクエストはソケットから read()されないで，TCPの受信バッファ，クライア
ント側の送信バッファで滞留します。TCPのバッファがいっぱいの場合は，クライア
ント側で送信待ちとなります。

処理中だったワーカスレッドが空きになった（応答を返した）時点で，次のリクエスト
の受信処理が行われます。

5.2.2　運用管理エージェントが使用するリソースの見積もり
運用管理エージェントが使用するリソースの見積もりについて OSごとに説明します。

（1） Windowsの場合

Windowsを使用する場合のスレッド数の計算式を次に示します。

●スレッド数の計算式

使用スレッド数 = 30 + 7× 論理サーバの数※

注※　論理 CTMは論理サーバの数を 2で計算してください。
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 7：論理サーバ一つ当たりの運用管理エージェントが使用するスレッド数

論理サーバのステータスが稼働になったあとのスレッド数の計算式を次に示します。

●平時のスレッド数の計算式

使用スレッド数 = 30 + 5 × 論理サーバの数※

注※　論理 CTMは論理サーバの数を 2で計算してください。
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
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• 5：論理サーバ一つ当たりの運用管理エージェントが使用するスレッド数

（2） UNIXの場合

UNIXを使用する場合のスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式について説明
します。

（a）スレッド数

スレッド数の計算式を次に示します。

●スレッド数の計算式

使用スレッド数 = 30 + 5 × 論理サーバの数※

注※　論理 CTMは論理サーバの数を 2で計算してください。
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 5：論理サーバ一つ当たりの運用管理エージェントが使用するスレッド数

論理サーバのステータスが稼働になったあとのスレッド数の計算式を次に示します。

●平時のスレッド数の計算式

使用スレッド数 = 30 + 5 × 論理サーバの数※

注※　論理 CTMは論理サーバの数を 2で計算してください。
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 5：論理サーバ一つ当たりの運用管理エージェントが使用するスレッド数

（b）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数の計算式を次に示します。

●ファイルディスクリプタ数の計算式
使用ファイルディスクリプタ数 = 20 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 6
（凡例）
• 20：運用管理エージェント本体が使用するファイルディスクリプタ数
• 6：論理サーバを構成する 1プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するファ
イルディスクリプタ数

論理サーバのステータスが稼働になったあとのファイルディスクリプタ数の計算式を次
に示します。

●平時のファイルディスクリプタ数の計算式
使用ファイルディスクリプタ数 = 20 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 3
（凡例）
• 20：運用管理エージェント本体が使用するファイルディスクリプタ数
• 3：論理サーバを構成する 1プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するファ
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イルディスクリプタ数

5.2.3　パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積も
り

パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もりについて，OSごとに説明しま
す。

（1） Windowsの場合

Windowsを使用する場合の，パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もりに
ついて説明します。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRFデーモンごとに算出します。計算式を次に示します。

● PRFデーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize指定値× 1,024 + 18,496

（b）%PRFSPOOL%のディスク占有量

%PRFSPOOL%のディスク占有量の計算式を次に示します。

●%PRFSPOOL%のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 2.0MB
   ＋｛（-PrfTraceBufferSize指定値＋ 20KB）× 4
           ＋ -PrfTraceFileSize指定値× -PrfTraceCount指定値× 2｝× n
   ＋ 224KB× m
   ＋ 1,120KB×（64＋ p）
（凡例）
• n：PRFデーモンの数
• m：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザア
プリケーションのプロセス数
パフォーマンストレーサでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内
部トレースをファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されま
すが，プロセスが正常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理
は PRFデーモン起動時，および PRFデーモン起動後 24時間ごとに実施しますが，
256ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256＋起
動中プロセス数」になります。

• p：起動中のシステム系プロセス数
パフォーマンストレーサでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースを
ファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されます。PRFデー
モン起動時，および PRFデーモン起動後 24時間ごとにファイル削除処理を実施し
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ますが，64ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。

上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，%PRFSPOOL%を作
成してください。

（2） AIXの場合

AIXを使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OSのマニュアルを参照してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRFデーモンごとに算出します。計算式を次に示します。

● PRFデーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize指定値× 1,024 + 18,496

共用メモリ用ファイルサイズは，環境変数 EXTSHMで設定します。計算式で算出した
値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。

（b）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limitsファイルの「nofiles」で設定します。
PRFデーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32以上に設定してくだ
さい。

（c） $PRFSPOOLのディスク占有量

$PRFSPOOLのディスク占有量の計算式を次に示します。

● $PRFSPOOLのディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 2.0MB
   ＋｛（-PrfTraceBufferSize指定値＋ 20KB）× 4
           ＋ -PrfTraceFileSize指定値× -PrfTraceCount指定値× 2｝× n
   ＋ 224KB× m
   ＋ 1,120KB×（64＋ p）
（凡例）
• n：PRFデーモンの数
• m：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザア
プリケーションのプロセス数
パフォーマンストレーサでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内
部トレースをファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されま
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すが，プロセスが正常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理
は PRFデーモン起動時，および PRFデーモン起動後 24時間ごとに実施しますが，
256ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256＋起
動中プロセス数」になります。

• p：起動中のシステム系プロセス数
パフォーマンストレーサでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースを
ファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されます。PRFデー
モン起動時，および PRFデーモン起動後 24時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。

上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，$PRFSPOOLを作成
してください。

（3） HP-UXの場合

HP-UXを使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OSのマニュアルを参照してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRFデーモンごとに算出します。計算式を次に示します。

● PRFデーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize指定値× 1,024 + 18,496

共用メモリ用ファイルサイズは，Kernel Configurationの「shmmax」で設定します。
計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。

（b）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，Kernel Configurationの「maxfiles」で設定します。
PRFデーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32以上に設定してくだ
さい。

（c） $PRFSPOOLのディスク占有量

$PRFSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。

（4） Linuxの場合

Linuxを使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
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カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OSのマニュアルを参照してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRFデーモンごとに算出します。計算式を次に示します。

● PRFデーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize指定値× 1,024 + 18,496

共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/sysctl.confファイルの「kernel.shmmax」で設定
します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してくださ
い。

（b）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limits.confファイルの「nofiles」で設定し
ます。PRFデーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32以上に設定し
てください。

（c） $PRFSPOOLのディスク占有量

$PRFSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。

（5） Solarisの場合

Solarisを使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OSのマニュアルを参照してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRFデーモンごとに算出します。計算式を次に示します。

● PRFデーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize指定値× 1,024 + 18,496

共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/systemファイルの「shmsys:shminfo_shmmax」
で設定します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定して
ください。
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（b）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，/etc/systemファイルの「rlim_fd_max」で設定します。
PRFデーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32以上に設定してくだ
さい。

（c） $PRFSPOOLのディスク占有量

$PRFSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。

5.2.4　CTMが使用するリソースの見積もり
CTMが使用するリソースの見積もりについて，OSごとに説明します。なお，バッチア
プリケーションの実行環境では CTMは使用できません。

（1） Windowsの場合

Windowsを使用する場合に CTMが使用するリソースの見積もりについて説明します。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

CTMで使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）の計算式について説明し
ます。CTMデーモンの場合は，複数の共用メモリを確保する必要があります。CTM
デーモン単位で固定長の共用メモリファイルと，可変長の共用メモリファイルがありま
す。それぞれのファイルサイズの計算式を次に示します。

● CTMドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = 1,018,320＋（2,362 × -CTMMaxCTM指定値）

● CTMデーモンの共用メモリ用ファイルサイズの計算式
CTMデーモンの場合は，CTMデーモン単位で固定長の共用メモリ用ファイルと可変
長の共用メモリ用ファイルを確保する必要があります。
• 固定長の共用メモリ用ファイルサイズ = 

551,840 ＋ （1,208 × -CTMQueueCount指定値）
• 可変長の共用メモリ用ファイルサイズ = 

1,027,008
＋（928 × -CTMClientConnectCount指定値）
＋（256 × -CTMServerConnectCount指定値）
＋（512 × -CTMEntryCount指定値）
＋（1,024 × -CTMServerCacheSize指定値）
＋（512 × -CTMQueueCount指定値）
＋（544 × -CTMQueueCount指定値 × -CTMQueueRegistCount指定値）
＋（512 × -CTMDispatchParallelCount指定値）
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（b）稼働統計情報ファイルサイズ

稼働統計情報ファイルサイズ（単位：バイト）の計算式を次に示します。

●オンライン開始から終了までに必要な稼働統計情報ファイルサイズの計算式
ファイルサイズ = A＋ B
（凡例）
• A：（オンライン開始から終了までに実行されるリクエストの数）×（1リクエスト
で出力される情報量）

• B：（オンライン開始から終了までの時間（分） ／ ctmstsstart -CTMIntervalに指定
した取得間隔）×（1回に出力される CTMノード単位，キュー単位統計情報量）

1リクエストで出力される情報量と，1回に出力される CTMノード単位，キュー単位統
計情報量の計算式を次に示します。

● 1リクエストで出力される情報量の計算式
情報量 = （↑（80＋ A＋ B＋ C＋ D＋ 63） / 64↑ × 64） × 3
（凡例）
• A：リクエストを実行するアプリケーションを管理している CTMドメイン名のドメ
イン長

• B：リクエストを実行するアプリケーションを管理している CTMデーモンの CTM
識別子の長さ

• C：キュー名称の長さ
• D：オペレーション名称の長さ

● 1回に出力される CTMノード単位，キュー単位統計情報量の計算式
統計情報量 = ↑（2,144＋ 344 × キュー数＋ 63） / 64↑ × 64

（c）%CTMSPOOL%のディスク占有量

%CTMSPOOL%のディスク占有量の計算式を次に示します。

●%CTMSPOOL%のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 7.0MB
   ＋（18.5MB＋ 1.0MB× -CTMLogFileSize指定値× -CTMLogFileCount指定値）×
n
   ＋（1KB＋ 0.5KB× k）×（m＋ l）
   ＋ 1KB× m× j
   ＋ 224KB× p
   ＋ 1,120KB×（64＋ q）
   ＋ CTMドメインマネジャの共有メモリ用ファイルサイズ× 5
   ＋ CTMデーモンの共有メモリ用ファイルサイズ× 5× n
   ＋ CTMドメインマネジャの coreサイズ
   ＋ CTMデーモンの coreサイズ× n
   ＋ CTMレギュレータの coreサイズ× 3× m
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   ＋ OTMゲートウェイの coreサイズ× 3× l
   ＋（-CTMStatsFileSize指定値× -CTMStatsFileCount指定値）× n
（凡例）
• j：EJBの総数
• k：CTMレギュレータおよび OTMゲートウェイに接続できるクライアント数
（-CTMClientConnectCountオプション指定値）
• l：OTMゲートウェイの総数
• m：CTMレギュレータの総数
• n：CTMデーモンの数
• p：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザアプ
リケーションのプロセス数
CTMでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内部トレースをファイ
ルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されますが，プロセスが正
常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理は CTMドメインマ
ネジャ起動時，および CTMドメインマネジャ起動後 24時間ごとに実施しますが，
256ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256＋起
動中プロセス数」になります。

• q：起動中のシステム系プロセス数
CTMでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースをファイルに出力しま
す。このファイルはプロセス起動時に作成されます。CTMドメインマネジャ起動
時，および CTMドメインマネジャ起動後 24時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。

上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，%CTMSPOOL%を作
成してください。

（2） AIXの場合

AIXを使用する場合，CTMを使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタを設
定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTMのプロセスが起動でき
なかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。なお，
カーネルパラメタの設定については，使用している OSのマニュアルを参照してくださ
い。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

共用メモリ用ファイルサイズは，環境変数 EXTSHMで設定します。計算式で算出した
値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。なお，計算式について
は，Windowsの場合と同じです。Windowsの計算式を参照してください。

（b）稼働統計情報ファイルサイズ

稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windowsの場合と同じです。
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Windowsの計算式を参照してください。

（c）ファイルディスクリプタ数

CTMデーモンでは，起動時のオプションを基に，次の計算式で示すように，プロセスで
使用できるファイルディスクリプタの数を増加させます。OSの設定値が，計算式で設定
した CTMデーモンで必要とするファイルディスクリプタの最大値に満たない場合には，
プロセス起動でエラー終了します。計算式を基に /etc/security/limits.confファイルの
「nofiles」を変更してください。

● CTMデーモンで必要とするファイルディスクリプタ数の最大値の計算式
最大値 = （A× 2＋ B× 4＋ C× 2＋ D× E＋ F× EJB数＋ G＋ 100） / 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

（d）$CTMSPOOLのディスク占有量

$CTMSPOOLのディスク占有量の計算式を次に示します。

● $CTMSPOOLのディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 7.0MB
   ＋（18.5MB＋ 1.0MB× -CTMLogFileSize指定値× -CTMLogFileCount指定値）×
n
   ＋（1KB＋ 0.5KB× k）×（m＋ l）
   ＋ 1KB× m× j
   ＋ 224KB× p
   ＋ 1,120KB×（64＋ q）
   ＋ CTMドメインマネジャの共有メモリ用ファイルサイズ× 5
   ＋ CTMデーモンの共有メモリ用ファイルサイズ× 5× n
   ＋ CTMドメインマネジャの coreサイズ
   ＋ CTMデーモンの coreサイズ× n
   ＋ CTMレギュレータの coreサイズ× 3× m
   ＋ OTMゲートウェイの coreサイズ× 3× l
   ＋（-CTMStatsFileSize指定値× -CTMStatsFileCount指定値）× n
（凡例）
• j：EJBの総数
• k：CTMレギュレータおよび OTMゲートウェイに接続できるクライアント数
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（-CTMClientConnectCountオプション指定値）
• l：OTMゲートウェイの総数
• m：CTMレギュレータの総数
• n：CTMデーモンの数
• p：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザアプ
リケーションのプロセス数
CTMでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内部トレースをファイ
ルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されますが，プロセスが正
常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理は CTMドメインマ
ネジャ起動時，および CTMドメインマネジャ起動後 24時間ごとに実施しますが，
256ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256＋起
動中プロセス数」になります。

• q：起動中のシステム系プロセス数
CTMでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースをファイルに出力しま
す。このファイルはプロセス起動時に作成されます。CTMドメインマネジャ起動
時，および CTMドメインマネジャ起動後 24時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。

上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，$CTMSPOOLを作成
してください。

（3） HP-UXの場合

HP-UXを使用する場合，CTMを使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタ
を設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTMのプロセスが起動
できなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。
なお，カーネルパラメタの設定については，使用している OSのマニュアルを参照して
ください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

共用メモリ用ファイルサイズは，Kernel Configurationの「shmmax」で設定します。
計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。なお，
計算式については，Windowsの場合と同じです。Windowsの計算式を参照してくださ
い。

（b）稼働統計情報ファイルサイズ

稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windowsの場合と同じです。
Windowsの計算式を参照してください。

（c）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，Kernel Configurationの「maxfiles」で設定します。計
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算式を基に「maxfiles」を変更してください。なお，計算式については，AIXの場合と
同じです。AIXの計算式を参照してください。

（d）スレッド数

CTMデーモンでは，J2EEサーバの起動や J2EEアプリケーションの開始，および EJB
クライアントからの要求に対してスレッドが作成されます。計算式を基に，プロセスで
使用するスレッドの最大値を Kernel Configurationの「max_thread_proc」で変更して
ください。

● CTMデーモンで必要とするスレッド数の最大値の計算式
最大値 = （A× 4＋ B× 3＋ C× 2＋ D× E＋ F＋ G＋ 32） / 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

（e）$CTMSPOOLのディスク占有量

$CTMSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。

（4） Linuxの場合

Linuxを使用する場合，CTMを使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタを
設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTMのプロセスが起動で
きなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。な
お，カーネルパラメタの設定については，使用している OSのマニュアルを参照してく
ださい。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/sysctl.confファイルの「kernel.shmmax」で設定
します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してくださ
い。なお，計算式については，Windowsの場合と同じです。Windowsの計算式を参照
してください。

（b）稼働統計情報ファイルサイズ

稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windowsの場合と同じです。
Windowsの計算式を参照してください。
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（c）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limits.confファイルの「nofiles」で設定し
ます。計算式を基に「nofiles」を変更してください。なお，計算式については，AIXの
場合と同じです。AIXの計算式を参照してください。

（d）$CTMSPOOLのディスク占有量

$CTMSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。

（5） Solarisの場合

Solarisを使用する場合，CTMを使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタ
を設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTMのプロセスが起動
できなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。
なお，カーネルパラメタの設定については，使用している OSのマニュアルを参照して
ください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズ

共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/systemファイルの「shmsys:shminfo_shmmax」
で設定します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定して
ください。なお，計算式については，Windowsの場合と同じです。Windowsの計算式
を参照してください。

（b）稼働統計情報ファイルサイズ

稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windowsの場合と同じです。
Windowsの計算式を参照してください。

（c）ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数は，計算式を基に /etc/systemファイルの「rlim_fd_max」で
設定します。計算式を基に「rlim_fd_max」を変更してください。なお，計算式につい
ては，AIXの場合と同じです。AIXの計算式を参照してください。

（d）$CTMSPOOLのディスク占有量

$CTMSPOOLのディスク占有量の計算式については，AIXの場合と同じです。AIXの計
算式を参照してください。
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5.3　仮想メモリの使用量の見積もり
ここでは，仮想メモリの使用量の見積もり方法について説明します。なお，仮想メモリ
の使用量の計算式に使用している JavaVM起動時のオプションの詳細については，
「7.1.2　JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVMオプション」を参照してくだ
さい。

また，ここで説明する内容のほか，明示管理ヒープ機能で使用するメモリサイズの見積
もりが必要です。明示管理ヒープ機能で使用するメモリサイズの見積もりについては，
「7.10　Explicitヒープのチューニング」を参照してください。

（1） 仮想メモリの使用量の計算式

仮想メモリの使用量（単位：メガバイト）の計算式を次に示します。

J2EEサーバの仮想メモリの使用量 = A＋ B＋ C＋（D＋ 10）× E＋ F

（凡例）
• A：Javaヒープサイズ
初期値は，JavaVM起動時のオプション -Xmsに指定した値です。この値は，J2EE
サーバ起動中に，最大で JavaVM起動時のオプション -Xmxに指定した値まで拡張さ
れます。

• B：Permanent領域サイズ
初期値は，JavaVM起動時のオプション -XX:PermSizeに指定した値です。この値は，
J2EEサーバ起動中に，最大で JavaVM起動時のオプション -XX:MaxPermSizeに指
定した値まで拡張されます。
監査ログを使用する場合
監査ログを使用する場合は，値に 1メガバイトを加えてください。

• C：ネイティブプログラム使用領域サイズ
OSごとに使用する値が異なります。ネイティブプログラム使用領域サイズの OSごと
の値について，次の表に示します。

表 5-28　ネイティブプログラム使用領域サイズの値一覧

監査ログを使用する場合

OS種別 使用領域の値
（単位：メガバイト）

Windows 300

AIX 400

HP-UX 400

Linux（x86） 400

Linux（AMD64 & Intel EM64T） 600
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監査ログを使用する場合は，OSごとのネイティブプログラム使用領域サイズの値に，
監査ログで使用する値を加える必要があります。監査ログで使用する値を算出するに
は，auditlog.raslog.message.filesizeキー，および auditlog.raslog.exception.filesize
キーを使用します。これらのキーは，auditlog.properties（監査ログ定義ファイル）
で指定するキーです。これらのキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「13.2　監査ログ定義
ファイル」を参照してください。
監査ログで使用する値（単位：メガバイト）の計算式を次に示します。
監査ログで使用する値 = 

8＋（auditlog.raslog.message.filesizeの指定値 / 1,0242）※＋

（auditlog.raslog.exception.filesizeの指定値 / 1,0242）※

注※　指定値の単位はバイトです。仮想メモリの使用量の値の単位はメガバイトであ

るため，1,0242で割る必要があります。

• D：J2EEサーバのスレッド数
J2EEサーバが使用するスレッド数です。J2EEサーバが使用するスレッド数につい
ては，「5.2.1　J2EEサーバが使用するリソースの見積もり」を参照してください。

• E：スタック領域サイズ
JavaVM起動時のオプション -Xssに指定した値です。

• F：Explicitヒープサイズ
明示管理ヒープ機能で使用される Explicitヒープのサイズです。この値は，J2EE
サーバ起動中に最大で -XX:HitachiExplicitHeapMaxSizeに指定した値まで拡張され
ます。
　

（2） 仮想メモリの使用量を計算する場合の注意事項

●メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する構成の場合，SFOサーバの JavaVM
の Old領域，New領域のサイズを J2EEサーバの仮想メモリの使用量に加える必要が
あります。詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 拡張編」の「7.15.2　SFOサーバの起動オプションの設定」を参照してくださ
い。

●ネイティブプログラム使用領域サイズの値は変動します。値が変動するのは次のよう
な場合です。
• ORBのトレースサイズを変更した場合
• JDBCドライバの使用領域サイズの値を変更した場合
• 使用する製品のネイティブライブラリ使用領域サイズの値を変更した場合

このような場合，製品ごとのメモリ使用量をネイティブプログラム使用領域サイズの
値に加えてください。製品ごとのメモリ使用量は，使用する製品のドキュメントに
従って算出してください。

● J2EEサーバの標準構成で使用する仮想メモリの使用量は，使用するソフトウェア製
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品の影響で，見積もり値よりも大きくなる場合があります。その場合の増加分につい
ては，仮想メモリの使用量の値に加えてください。増加分のメモリ使用量は，使用す
るソフトウェア製品のドキュメントに従い，製品ごとのメモリ使用量を算出してくだ
さい。
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6　 使用するリソースの見積も
り（バッチアプリケーショ
ン実行基盤）
この章では，バッチアプリケーションを実行するシステムで使
用するリソース，および仮想メモリ使用量の見積もり方法につ
いて説明します。システムを動作させるために必要なディスク
およびメモリの容量を算出するときの参考にしてください。
J2EEアプリケーション実行基盤の使用リソースおよび仮想メ
モリ所要量の見積もりについては，「5.　使用するリソースの
見積もり（J2EEアプリケーション実行基盤）」を参照してく
ださい。

6.1　システム構成ごとに使用するリソース

6.2　プロセスごとに使用するリソース

6.3　仮想メモリの使用量の見積もり
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6.1　システム構成ごとに使用するリソース
システムが動作するためには，OSやデータベースなどのホスティング環境の設定が必要
な場合があります。システムが必要とするリソースは，システムの構成ごとに異なるた
め，ここではシステム構成ごとに使用するリソースと，リソースの所要量の見積もりに
ついて説明します。システム構成ごとに使用するリソースと，リソースの見積もりの参
照先を次の表に示します。

表 6-1　システム構成ごとに使用するリソースと見積もりの参照先

6.1.1　バッチサーバを配置する場合の使用リソース
バッチサーバを配置する場合の使用リソースの見積もりについて，OSごとに説明しま
す。バッチサーバを配置する場合，バッチサーバを配置するマシンで使用するリソース
を見積もります。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

また，プロセスごとに使用するリソースの見積もりについては，「6.2　プロセスごとに
使用するリソース」を参照してください。

なお，仮想メモリ所要量については，「6.3　仮想メモリの使用量の見積もり」を参照し
てください。また，ディスク占有量については，アプリケーションサーバのリリース
ノートを参照してください。

（1） AIXの場合

AIXの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて次の
表に示します。

システム構成ごとに使用するリソース 参照先

バッチサーバを配置する場合の使用リソース 6.1.1

データベースの使用リソース 6.1.2

CTMを使用する場合の使用リソース 6.1.3
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表 6-2　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
サービスユニットとは，次のまとまりを指します。
バッチサーバ + パフォーマンストレーサ

注※ 2
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 3
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（2） HP-UXの場合

HP-UXの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて次
の表に示します。

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定
ファイル例

サービスユ
ニット※ 1

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 2× 1,024
＋ 18,496

－

プロセス数 － 4 －

スレッド数 － バッチサーバのスレッド数※ 3＋
34

－

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 3＋ 43

/etc/security/
limits

Manageme
nt Server

プロセス数 － 5 －

スレッド数 － 56 －

ファイルディ
スクリプタ数

nofiles 43＋バッチサーバ数 /etc/security/
limits
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表 6-3　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
サービスユニットとは，次のまとまりを指します。
バッチサーバ + パフォーマンストレーサ

注※ 2
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 3
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（3） Linuxの場合

Linuxの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて次
の表に示します。

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定ファイル例

サービスユ
ニット※ 1

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 2×
1,024＋ 18,496

kctune shmmax= 
1073741824

プロセス数 nproc 4 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread バッチサーバのスレッド数
※ 3＋ 34

kctune nkthread= 8416

ファイル
ディスクリ
プタ数

nfile バッチサーバのファイル
ディスクリプタ数※ 3＋ 43

kctune nfile= 65536

Manageme
nt Server

プロセス数 nproc 5 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread 56 kctune nkthread= 8416

ファイル
ディスクリ
プタ数

nfile 43＋バッチサーバ数 kctune nfile= 65536
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表 6-4　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
サービスユニットとは，次のまとまりを指します。
バッチサーバ + パフォーマンストレーサ

注※ 2
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 3
threads-maxパラメタには，プロセス数とスレッド数の合計を指定してください。

注※ 4
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

（4） Solarisの場合

Solarisの場合の，アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もりについて次
の表に示します。

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定
ファイル例

サービスユ
ニット※ 1

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 2× 1,024
＋ 18,496

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max※ 3 4 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 3 バッチサーバのスレッド数※ 4＋
34

－

ファイル
ディスクリ
プタ数

fs.file-max バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 43

/proc/sys/fs/
file-max

Manageme
nt Server

プロセス数 threads-max※ 3 5 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max※ 3 56 －

ファイル
ディスクリ
プタ数

fs.files-max 43＋バッチサーバ数 /proc/sys/fs/
file-max
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表 6-5　アプリケーションサーバマシンの使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
サービスユニットとは，次のまとまりを指します。
バッチサーバ + パフォーマンストレーサ

注※ 2
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 3
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

6.1.2　データベースの使用リソース
DBMSの使用リソースの見積もりについて説明します。

仮想メモリ所要量については，「6.3　仮想メモリの使用量の見積もり」を参照してくだ
さい。また，ディスク占有量については，Application Serverまたは Developerのリ
リースノートを参照してください。

DBMSの使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

システムリソース パラメタ 所要量 オプション設定
ファイル例

サービスユ
ニット※ 1

共用メモリ shminfo_shmma
x

PrfTraceBufferSize※ 2× 1,024
＋ 18,496

/etc/system

プロセス数 max_nprocs 4 /etc/system

スレッド数 － バッチサーバのスレッド数※ 3＋
34

－

ファイル
ディスクリ
プタ数

rlim_fd_max バッチサーバのファイルディス
クリプタ数※ 3＋ 43

/etc/system

Manageme
nt Server

プロセス数 maxuprc 5 /etc/system

スレッド数 － 56 －

ファイル
ディスクリ
プタ数

rlim_fd_max 43＋バッチサーバ数 /etc/system
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表 6-6　DBMSの使用リソースの見積もり

注※ 1
nは，システム内のバッチサーバにデプロイするリソースアダプタの総和です。

注※ 2
Connector属性ファイルのMaxPoolSizeパラメタの値を指定します。

注※ 3
次に示す条件に当てはまる場合に，× 2を行ってください。

(a)　HiRDBのバージョンが 07-01以前の場合に次の操作をするとき
1. トランザクションサポートレベルに XATransactionを使用する。
2. トランザクション外でコネクションを使用してデータベースにアクセスす
る。

(b)　HiRDBのバージョンが 07-02以降の場合に次の操作をするとき
1. トランザクションサポートレベルに XATransactionを使用する。
2. アプリケーションサーバが管理するトランザクション内でコネクション※を
使ってデータベースにアクセスする。

3. 2.のトランザクションが決着する前に，トランザクション外でコネクション
※を使ってデータベースにアクセスする。

注※　このコネクションは 1.の DB Connectorから取得したコネクションで，
かつ同一コネクションです。

注※ 4
トランザクションサポートレベルに XATransactionを指定しているリソースアダプ
タの場合に，＋ 1を行ってください。

注※ 5
＋αは，一時的にコネクションプールの最大値をオーバーするおそれのあるコネク
ションを指します。詳細を次に示します。
• コネクションの障害検知機能を使用する場合
コネクションの障害検知機能を使用する場合，コネクションプールから取り除い
た未使用のコネクションは，コネクションプール内のコネクション数としてカウ
ントされません。そのため，コネクションプール内のコネクションとコネクショ
ンプールから取り除いた未使用のコネクションの総和が，コネクションプールの

DBMS 使用リソース 所要量

HiRD
B

最大同時接続数
(pd_max_users)

Oracle 最大同時接続数
(PROCESSES)
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コネクション数の最大値を一時的に超えることがあります。
• cjclearpoolコマンドを使用する場合
通常モードの場合，コネクションプールから取り除いた使用中のコネクションは，
コネクション数としてカウントされません。そのため，コネクションプール内の
コネクションとコネクションプールから取り除いた使用中のコネクションの総和
がコネクションプールの最大値を超えることがあります。

6.1.3　CTMを使用する場合の使用リソース
CTM（バッチアプリケーションのスケジューリング機能）を使用する場合の，使用リ
ソースの見積もりについて，OSごとに説明します。

なお，使用リソースの見積もりの各表にある，「オプション設定ファイル例」について
は，使用している OSのバージョン，およびカーネルのバージョンごとに異なります。
使用している OSのマニュアルを参照して，表中の見積もり式を基に見積もった値を設
定してください。使用している OSで該当するカーネルパラメタが設定できない場合に
は，設定は不要です。

（1） AIXの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

表 6-7　CTM使用時の使用リソースの見積もり（AIXの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で

システムリソー
ス

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ － PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共用
メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メモ
リ※ 2

－

プロセス数 － 7＋バッチサーバ数※ 3 －

スレッド数 － 72＋ (バッチサーバのスレッド数※ 4＋

7)×バッチサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディス
クリプタ数

nofiles 88＋ (バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)×バッチサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/etc/security/limits
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きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「6.1.3(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.1.3(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

（a）共用メモリ用ファイルサイズの計算式

共用メモリ用ファイルサイズを算出するには，CTMドメインマネジャの共用メモリおよ
び CTMデーモンの共用メモリを算出する必要があります。それぞれの計算式について次
に示します。

なお，計算式中の可変値には，次の値を使用してください。「ctm.」で始まるパラメタに
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (
サーバ定義 )」の「4.6　簡易構築定義ファイル」を参照してください。

計算式に使用する値
-CTMMaxCTM：64
-CTMQueueCount：ctm.QueueCount
-CTMClientConnectCount：256
-CTMServerConnectCount：ctm.ServerConnectCount
-CTMEntryCount：-CTMClientConnectCount＋ -CTMServerConnectCount
-CTMServerCacheSize：ctm.ServerCacheSize
-CTMQueueRegistCount：ctm.QueueRegistCount
-CTMDispatchParallelCount：ctm.DispatchParallelCount

● CTMドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式

CTMドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式を次に示します。

共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
1,018,320＋（2,362 × -CTMMaxCTM指定値）

● CTMデーモンの共用メモリ用ファイルサイズの計算式

CTMデーモンの場合は，CTMデーモン単位で固定長の共用メモリ用ファイルと可変長
の共用メモリ用ファイルを確保する必要があります。それぞれの計算式を次に示します。
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固定長の共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
551,840 ＋ （1,208 × -CTMQueueCount指定値）

可変長の共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト） = 
1,027,008
＋（928 × -CTMClientConnectCount指定値）
＋（256 × -CTMServerConnectCount指定値）
＋（512 × -CTMEntryCount指定値）
＋（1,024 × -CTMServerCacheSize指定値）
＋（512 × -CTMQueueCount指定値）
＋（544 × -CTMQueueCount指定値 × -CTMQueueRegistCount指定値）
＋（512 × -CTMDispatchParallelCount指定値）

（b）CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式

スレッド数およびファイルディスクリプタ数を算出するには，CTMデーモンで必要とす
るスレッド数とファイルディスクリプタ数を算出する必要があります。それぞれの計算
式について次に示します。

● CTMデーモンで必要とするスレッド数の計算式

最大値 = 
（A× 4＋ B× 3＋ C× 2＋ D× E＋ F＋ G＋ 32） / 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

● CTMデーモンで必要とするファイルディスクリプタ数の計算式

最大値 = 
（A× 2＋ B× 4＋ C× 2＋ D× E＋ F× EJBのインタフェース数＋ G＋ 100） / 
0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM値（ctmdが属する ctmdmdで指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount値
• C：-CTMServerConnectCount値
• D：-CTMQueueCount値
• E：-CTMQueueRegistCount値
• F：-CTMDispatchParallelCount値
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• G：Createを発行する EJBクライアントの総数

（2） HP-UXの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

表 6-8　CTM使用時の使用リソースの見積もり（HP-UXの場合）

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「6.1.3(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.1.3(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

（3） Linuxの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて，次の表に示します。

システムリソー
ス

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shmmax PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共用
メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メモ
リ※ 2

kctune shmmax= 
1073741824

プロセス数 nproc 7＋バッチサーバ数※ 3 kctune nproc=4200

スレッド数 nkthread 72＋ (バッチサーバのスレッド数※ 4＋

7)×バッチサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

kctune nkthread= 
8416

ファイルディス
クリプタ数

nfile 88＋ (バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)×バッチサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

kctune nfile= 65536
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表 6-9　CTM使用時の使用リソースの見積もり（Linuxの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「6.1.3(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.1.3(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

（4） Solarisの場合

CTMを使用する場合の，使用リソースの見積もりについて次の表に示します。

システムリソー
ス

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ SHMMAX PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共用
メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メモ
リ※ 2

/proc/sys/kernel/
shmmax

プロセス数 threads-max 7＋バッチサーバ数※ 3 /proc/sys/kernel/
threads-max

スレッド数 threads-max 72＋ (バッチサーバのスレッド数※ 4＋

7)×バッチサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディス
クリプタ数

fs.file-max 88＋ (バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)×バッチサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/proc/sys/fs/
file-max
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表 6-10　CTM使用時の使用リソースの見積もり（Solarisの場合）

（凡例）－：該当しません。

注※ 1
パフォーマンストレーサのバッファメモリサイズを 512キロバイト～ 102,400キロバイトの範
囲で指定します。PrfTraceBufferSizeについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.15　論理パフォーマンストレーサで指定で
きるパラメタ」を参照してください。

注※ 2
値については，「6.1.3(1)(a)　共用メモリ用ファイルサイズの計算式」を参照して算出してくだ
さい。

注※ 3
簡易構築定義ファイルの <j2ee-server-count>タグの指定値を指します。

注※ 4
バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.2.1　バッチサーバが使
用するリソースの見積もり」を参照して算出してください。

注※ 5
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数については，「6.1.3(1)(b)　
CTMデーモンで必要とするスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式」を参照して算出
してください。

システムリソー
ス

パラメタ 所要量 オプション設定ファ
イル例

共用メモリ shminfo_shmma
x

PrfTraceBufferSize※ 1× 1,024＋
18,496＋ CTMドメインマネジャの共用
メモリ※ 2＋ CTMデーモンの共用メモ
リ※ 2

/etc/system

プロセス数 max_nprocs 7＋バッチサーバ数※ 3 /etc/system

スレッド数 － 72＋ (バッチサーバのスレッド数※ 4＋

7)×バッチサーバ数※ 3＋ CTMデーモ
ンで必要とするスレッド数※ 5

－

ファイルディス
クリプタ数

rlim_fd_max 88＋ (バッチサーバのファイルディスク
リプタ数※ 4＋ 6)×バッチサーバ数※ 3

＋ CTMデーモンで必要とするファイル
ディスクリプタ数※ 5

/etc/system
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6.2　プロセスごとに使用するリソース
この節では，アプリケーションサーバの各プロセスで使用するリソースの所要量の見積
もりについて説明します。

6.2.1　バッチサーバが使用するリソースの見積もり
ここでは，バッチサーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数の見積もり方法につ
いて説明します。アプリケーションサーバを動作させるために必要なディスクおよびメ
モリの容量を算出するときの参考にしてください。

（1） スレッド数

スレッド数の計算式を次に示します。(a)と (b)の合計が，バッチサーバが使用するス
レッド数です。

（a）基本のスレッド数

最大スレッド数 = （63＋ A＋ 5× B＋ 2× C＋ D） / 0.8

（凡例）
• A：CORBAネーミングサービスのスレッド数（ただし，CORBAネーミングサー
ビスをインプロセスで起動（usrconf.propertiesの
ejbserver.naming.startupModeキーに inprocessを指定）した場合だけ加算する）
CORBAネーミングサービスのスレッド数の見積もりについては，「5.2.1(3)　
CORBAネーミングサービス（インプロセス起動時）のスレッド数の見積もり」
を参照してください。

• B：データベースコネクションの数
• C：リソースアダプタ数
• D：簡易Webサーバへの同時接続クライアント数（ただし，簡易Webサーバへの
同時接続クライアント数が 5以下の場合は 5，100以上の場合は 100を指定する）

（b）JavaVMのオプション指定に応じて使用するスレッド数

JavaVMのオプション指定に応じて，次の計算式で算出してください。Aは，
-XX:+UseParNewGCオプションを指定している場合だけ加算します。Bは，
-XX:+HitachiUseExplicitMemoryオプションを指定した場合だけ加算します。

最大スレッド数 = A + B

（凡例）
• A：パラレルコピーガーベージコレクションで使用するスレッド数
（-XX:ParallelGCThreadsオプションに指定した値。このオプションの指定を省略
した場合は，論理 CPU数を基にした -XX:ParallelGCThreadsオプションのデ
フォルト値。なお，J2EEサーバ起動時の論理 CPU数によって決定されるため，
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起動後に論理 CPUの数を変更してもスレッド数は変化しない）
• B：明示管理ヒープ機能で使用するスレッド数（論理 CPU数。ただし，論理プロ
セッサ数が 8以上の場合は 8。なお，J2EEサーバ起動時の論理 CPU数によって
決定されるため，起動後に論理 CPUの数を変更してもスレッド数は変化しない）
　

JavaVMのオプションについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 
リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の次の個所を参照してください。

• 19.5　Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMのオプション
• -XX:[+|-]HitachiUseExplicitMemory（明示管理ヒープ機能オプション）

（2） ファイルディスクリプタ数

ファイルディスクリプタ数の計算式を次に示します。

最大ファイルディスクリプタ数 = （137＋ A＋ B× 2＋ C× 2＋ D） / 0.8

（凡例）
• A：データベースコネクションの数
• B：簡易Webサーバへの同時接続クライアント数
• C：リソースアダプタ数
• D：usrconf.cfgの add.class.pathキーに指定した JARファイルの数

6.2.2　運用管理エージェントが使用するリソースの見積もり
運用管理エージェントが使用するリソースの見積もりについては，J2EEアプリケーショ
ン実行基盤の場合と同じため，「5.2.2　運用管理エージェントが使用するリソースの見積
もり」を参照してください。

6.2.3　パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積も
り

パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もりについては，J2EEアプリケー
ション実行基盤の場合と同じため，「5.2.3　パフォーマンストレーサが使用するリソース
の見積もり」を参照してください。

6.2.4　CTMが使用するリソースの見積もり
CTMが使用するリソースの見積もりについては，J2EEアプリケーション実行基盤の場
合と同じため，「5.2.4　CTMが使用するリソースの見積もり」を参照してください。
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6.3　仮想メモリの使用量の見積もり
ここでは，仮想メモリの使用量の見積もり方法について説明します。なお，仮想メモリ
の使用量の計算式に使用している JavaVM起動時のオプションの詳細については，
「7.1.2　JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVMオプション」を参照してくだ
さい。

また，明示管理ヒープ機能を使用する場合は，ここで説明する内容のほか，明示管理
ヒープ機能で使用するメモリサイズの見積もりが必要です。明示管理ヒープ機能で使用
するメモリサイズの見積もりについては，「7.10　Explicitヒープのチューニング」を参
照してください。

（1） 仮想メモリの使用量の計算式

仮想メモリの使用量（単位：メガバイト）の計算式を次に示します。

バッチサーバの仮想メモリの使用量 = A＋ B＋ C＋（D＋ 10）× E＋ F

（凡例）
• A：Javaヒープサイズ
初期値は，JavaVM起動時のオプション -Xmsに指定した値です。この値は，J2EE
サーバ起動中に，最大で JavaVM起動時のオプション -Xmxに指定した値まで拡張さ
れます。

• B：Permanent領域サイズ
初期値は，JavaVM起動時のオプション -XX:PermSizeに指定した値です。この値は，
J2EEサーバ起動中に，最大で JavaVM起動時のオプション -XX:MaxPermSizeに指
定した値まで拡張されます。
監査ログを使用する場合
監査ログを使用する場合は，値に 1メガバイトを加えてください。

• C：ネイティブプログラム使用領域サイズ
OSごとに使用する値が異なります。ネイティブプログラム使用領域サイズの OSごと
の値について，次の表に示します。

表 6-11　ネイティブプログラム使用領域サイズの値一覧

OS種別 使用領域の値
（単位：メガバイト）

Windows 300

AIX 400

HP-UX 400

Linux（x86） 400

Linux（AMD64 & Intel EM64T） 600
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監査ログを使用する場合
監査ログを使用する場合は，OSごとのネイティブプログラム使用領域サイズの値に，
監査ログで使用する値を加える必要があります。監査ログで使用する値を算出するに
は，auditlog.raslog.message.filesizeキー，および auditlog.raslog.exception.filesize
キーを使用します。これらのキーは，auditlog.properties（監査ログ定義ファイル）
で指定するキーです。これらのキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「13.2　監査ログ定義
ファイル」を参照してください。
監査ログで使用する値（単位：メガバイト）の計算式を次に示します。
監査ログで使用する値 = 

8＋（auditlog.raslog.message.filesizeの指定値 / 1,0242）※＋

（auditlog.raslog.exception.filesizeの指定値 / 1,0242）※

注※　指定値の単位はバイトです。仮想メモリの使用量の値の単位はメガバイトであ

るため，1,0242で割る必要があります。

• D：バッチサーバのスレッド数
バッチサーバが使用するスレッド数です。バッチサーバが使用するスレッド数につい
ては，「6.2.1　バッチサーバが使用するリソースの見積もり」を参照してください。

• E：スタック領域サイズ
JavaVM起動時のオプション -Xssに指定した値です。

• F：Explicitヒープサイズ
明示管理ヒープ機能で使用される Explicitヒープのサイズです。この値は，J2EE
サーバ起動中に最大で -XX:HitachiExplicitHeapMaxSizeに指定した値まで拡張され
ます。なお，デフォルトでは Explicitヒープは無効になります。
　

（2） 仮想メモリの使用量を計算する場合の注意事項

●ネイティブプログラム使用領域サイズの値は変動します。値が変動するのは次のよう
な場合です。
• ORBのトレースサイズを変更した場合
• JDBCドライバの使用領域サイズの値を変更した場合
• 使用する製品のネイティブライブラリ使用領域サイズの値を変更した場合

このような場合，製品ごとのメモリ使用量をネイティブプログラム使用領域サイズの
値に加えてください。製品ごとのメモリ使用量は，使用する製品のドキュメントに
従って算出してください。

●バッチサーバの標準構成で使用する仮想メモリの使用量は，使用するソフトウェア製
品の影響で，見積もり値よりも大きくなる場合があります。その場合の増加分につい
ては，仮想メモリの使用量の値に加えてください。増加分のメモリ使用量は，使用す
るソフトウェア製品のドキュメントに従い，製品ごとのメモリ使用量を算出してくだ
さい。
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グ
システムの処理性能を高めるには，基盤となる JavaVM自体
のチューニングを適切に実施する必要があります。日立の
JavaVMでは，2種類のメモリ空間を管理しています。
この章では，ガーベージコレクションと日立の JavaVMでの
メモリ管理，および Javaヒープと Explicitヒープのチューニ
ングについて説明します。

7.1　ガーベージコレクションと JavaVMのメモリ管理の概要

7.2　フルガーベージコレクション発生を抑止するためのチューニングの概要

7.3　Javaヒープのチューニング

7.4　Javaヒープ内の Tenured領域のメモリサイズの見積もり

7.5　Javaヒープ内の New領域のメモリサイズの見積もり

7.6　Javaヒープ内に一定期間存在するオブジェクトの扱いの検討

7.7　Javaヒープの最大サイズ／初期サイズの決定

7.8　Javaヒープ内の Permanent領域のメモリサイズの見積もり

7.9　拡張 verbosegc情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の
分析方法

7.10　Explicitヒープのチューニング

7.11　アプリケーションで明示管理ヒープ機能を使用する場合のメモリサイ
ズの見積もり

7.12　明示管理ヒープの自動配置機能を使用した Explicitヒープの利用の検
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討
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7.　JavaVMのメモリチューニング
7.1　ガーベージコレクションと JavaVMのメ
モリ管理の概要

JavaVMのチューニングの目的は，システムの処理性能の向上です。特に，ガーベージ
コレクションの仕組みを踏まえ，適切なメモリ管理ができるようにチューニングするこ
とで，システムの処理性能が向上します。

ここでは，JavaVMのチューニングをする前提として知っておく必要がある，次の項目
について説明します。

●ガーベージコレクションの仕組み

● JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVMオプション

●ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係

7.1.1　ガーベージコレクションの仕組み
ここでは，ガーベージコレクションの仕組みについて説明します。

（1） ガーベージコレクションとは

ガーベージコレクションは，プログラムが使用し終わったメモリ領域を自動的に回収し
て，ほかのプログラムが利用できるようにするための技術です。

ガーベージコレクションの実行中は，プログラムの処理が停止します。このため，ガー
ベージコレクションを適切に実行できるかどうかが，システムの処理性能に大きく影響
します。

プログラムの中で newによって作成された Javaオブジェクトは，JavaVMが管理する
メモリ領域に格納されます。Javaオブジェクトが作成されてから不要になるまでの期間
を，Javaオブジェクトの寿命といいます。

Javaオブジェクトには，寿命の短いオブジェクトと寿命の長いオブジェクトがありま
す。サーバサイドで動作する Javaアプリケーションの場合，リクエストやレスポンス，
トランザクション管理などで，多くの Javaオブジェクトが作成されます。これらの
Javaオブジェクトは，その処理が終わると不要になる，寿命が短いオブジェクトです。
一方，アプリケーションの動作中使用され続ける Javaオブジェクトは，寿命が長いオブ
ジェクトです。

効果的なガーベージコレクションを実行するためには，寿命の短いオブジェクトに対し
てガーベージコレクションを実行して，効率良くメモリ領域を回収することが必要です。
また，繰り返し使用される寿命の長いオブジェクトに対する不要なガーベージコレク
ションを抑止することが，システムの処理性能の低下防止につながります。これを実現
するのが，世代別ガーベージコレクションです。
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世代別ガーベージコレクションでは，Javaオブジェクトを，寿命が短いオブジェクトが
格納される New領域と，寿命が長いオブジェクトが格納される Tenured領域に分けて
管理します。New領域はさらに，newによって作成されたばかりのオブジェクトが格納
される Eden領域と，1回以上のガーベージコレクションの対象になり，回収されなかっ
たオブジェクトが格納される Survivor領域に分けられます。New領域内で一定回数以
上のガーベージコレクションの対象になった Javaオブジェクトは，長期間必要な Java
オブジェクトと判断され，Tenured領域に移動します。

世代別ガーベージコレクションで管理するメモリ空間と Javaオブジェクトの概要を次の
図に示します。

図 7-1　世代別ガーベージコレクションで管理するメモリ空間と Javaオブジェクトの概
要

世代別ガーベージコレクションで実行されるガーベージコレクションには，次の 2種類
があります。

●コピーガーベージコレクション
Eden領域と Survivor領域を対象にしたガーベージコレクションです。Javaオブ
ジェクトの作成によって，Eden領域を使い切ると発生します。
Java HotSpot VMのオプションの指定によって，シリアルコピーガーベージコレク
ションとパラレルコピーガーベージコレクションを選択できます。
パラレルコピーガーベージコレクションは，シリアルコピーガーベージコレクション
の処理を並列に実行することで，高速に実行できます。ただし，パラレルコピーガー
ベージコレクションを選択した場合，明示管理ヒープ機能は使用できません。
デフォルトでは，シリアルコピーガーベージコレクションが選択されています。なお，
この章で説明している内容については，どちらのコピーガーベージコレクションにも
当てはまります。

●フルガーベージコレクション
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7.　JavaVMのメモリチューニング
Tenured領域も含む，JavaVM固有領域全体を対象にしたガーベージコレクションで
す。Tenured領域を一定サイズまで使うと発生します。

一般的に，コピーガーベージコレクションの方が，フルガーベージコレクションよりも
短い時間で処理できます。

次に，ガーベージコレクションの処理について，ある Javaオブジェクト（オブジェクト
A）を例にして説明します。

Eden領域で実行される処理
オブジェクト Aの作成後，1回目のコピーガーベージコレクションが実行された時
点で使用されていない場合，オブジェクト Aは破棄されます。
1回目のコピーガーベージコレクションが実行された時点で使用されていた場合，
オブジェクト Aは Eden領域から Survivor領域に移動します。

Survivor領域で実行される処理
Survivor領域に移動したオブジェクト Aは，その後何回かコピーガーベージコレク
ションが実行されると，Survivor領域から Tenured領域に移動します。移動する回
数のしきい値は，JavaVMオプションや Javaヒープの利用状況によって異なりま
す。図 7-1では，しきい値を n回としています。
Survivor領域への移動後，n回目未満のコピーガーベージコレクションが実行され
た時点でオブジェクト Aが使用されていなかった場合，オブジェクト Aはそのコ
ピーガーベージコレクションで破棄されます。

Tenured領域で実行される処理
オブジェクト Aが Tenured領域に移動した場合，その後のコピーガーベージコレク
ションでオブジェクト Aが破棄されることはありません。コピーガーベージコレク
ションは，Eden領域と Survivor領域だけを対象としているためです。

このようにしてオブジェクトが移動することで，Tenured領域の使用サイズは増加しま
す。Tenured領域を一定サイズまで使うと，フルガーベージコレクションが発生します。

JavaVMのチューニングでは，JavaVMオプションでそれぞれのメモリ空間のサイズや
割合を適切に設定することで，不要なオブジェクトが Tenured領域に移動することを抑
止します。これによって，フルガーベージコレクションが頻発することを防ぎます。

（2） オブジェクトの寿命と年齢の関係

オブジェクトがコピーガーベージコレクションの対象になった回数をオブジェクトの年
齢といいます。

オブジェクトの寿命と年齢の関係を次の図に示します。
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図 7-2　オブジェクトの寿命と年齢の関係

アプリケーションが開始して初期化処理が完了したあとで，何度かのコピーガーベージ
コレクションが実行されると，長期間必要になる寿命の長いオブジェクトは Tenured領
域に移動します。このため，アプリケーションの開始後しばらくすると，Javaヒープの
状態は安定し，作成される Javaオブジェクトとしては，寿命が短いオブジェクトが多く
なります。特に，New領域のチューニングが適切にできている場合，Javaヒープが安定
したあとの大半のオブジェクトは，1回目のコピーガーベージコレクションで回収され
る，寿命が短いオブジェクトになります。

（3） コピーガーベージコレクションの仕組み

JavaVMでは，コピーガーベージコレクションの対象になるNew領域のメモリ空間を，
Eden領域，Survivor領域に分けて管理します。さらに，Survivor領域は，From空間
と To空間に分けられます。From空間と To空間は，同じメモリサイズです。

New領域の構成を次の図に示します。

図 7-3　New領域の構成

Eden領域は，newによって作成されたオブジェクトが最初に格納される領域です。プロ
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7.　JavaVMのメモリチューニング
グラムで newが実行されると，Eden領域のメモリが確保されます。

Eden領域がいっぱいになると，コピーガーベージコレクションが実行されます。コピー
ガーベージコレクションでは，次の処理が実行されます。

1. Eden領域および Survivor領域の From空間にある Javaオブジェクトのうち，使用
中の Javaオブジェクトが，Survivor領域の To空間にコピーされます。使用されて
いない Javaオブジェクトは破棄されます。

2. Survivor領域の To空間と From空間が入れ替わります。

この結果，Eden領域と To空間は空になり，使用中のオブジェクトは From空間に存在
することになります。

コピーガーベージコレクション実行時に発生するオブジェクトの移動を次の図に示しま
す。

図 7-4　コピーガーベージコレクション実行時に発生するオブジェクトの移動
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このようにして，使用中のオブジェクトは，コピーガーベージコレクションが発生する
たびに，From空間と To空間を行ったり来たりします。ただし，寿命の長いオブジェク
トを行き来させ続けると，コピー処理の負荷などが問題になります。これを防ぐために，
From空間と To空間で Javaオブジェクトを入れ替える回数にしきい値を設定して，年
齢がしきい値に達した Javaオブジェクトは Tenured領域に移動させるようにします。

（4） オブジェクトの退避

年齢がしきい値に達していない Javaオブジェクトが Tenured領域に移動することを，
退避といいます。退避は，コピーガーベージコレクション実行時に Eden領域および
From空間で使用中のオブジェクトが多くなり，移動先である To空間のメモリサイズが
不足する場合に発生します。この場合，To空間に移動できなかったオブジェクトが，
Tenured領域に移動します。

図 7-5　オブジェクトの退避

オブジェクトの退避が発生した場合，Tenured領域に本来格納されないはずの寿命の短
いオブジェクトが格納されます。これが繰り返されると，コピーガーベージコレクショ
ンで回収されるはずのオブジェクトがメモリ空間に残っていくため，Javaヒープのメモ
リ使用量が増加していき，最終的にはフルガーベージコレクションが発生します。

オブジェクトの退避が発生した場合のメモリ使用量の変化について，次の図に示します。
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図 7-6　オブジェクトの退避が発生した場合のメモリ使用量の変化

フルガーベージコレクションでは，システムが数秒から数十秒停止することがあります。

したがって，メモリ空間の構成とメモリサイズを検討するときには，オブジェクトの退
避が発生しないように，Eden領域と Survivor領域のバランスを検討する必要がありま
す。

（5） ガーベージコレクション対象外の領域（明示管理ヒープ機能を使用した
Explicitヒープ領域の利用）

日立の JavaVMでは，Eden領域，Survivor領域，および Tenured領域以外の領域とし
て Explicitヒープという領域を利用することができます。Explicitヒープ領域はガー
ベージコレクション対象外の領域です。

Explicitヒープ領域に格納するオブジェクトは，自動配置設定ファイル，および明示管
理ヒープ機能 APIを使って指定します。指定されたオブジェクトは，Survivor領域から
Tenured領域へ移動する際に Explicitヒープ領域へ移動します。コピーガーベージコレ
クションで回収の対象にならない長寿命オブジェクトを指定することで，Tenured領域
のメモリ使用量を少なくし，フルガーベージコレクションの発生を抑止します。また，
明示管理ヒープ機能の自動配置設定ファイルや，明示管理ヒープ機能 APIを使って，指
定したオブジェクトを Explicitヒープ領域に生成することもできます。

明示管理ヒープ機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 拡張編」の「8.　明示管理ヒープ機能を使用したフルガーベージコレク
ションの抑止」を参照してください。

！！！！ 注意事項
 

-XX:+UseParNewGCオプションを指定している場合，明示管理ヒープ機能は使用できませ
ん。
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7.1.2　JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVMオプ
ション

ここでは，JavaVMで使用するメモリ空間の構成と，JavaVMオプションについて説明
します。

JavaVMでは，JavaVM固有領域と OS固有領域という，2種類のメモリ空間を使用しま
す。

日立の JavaVMで使用するメモリ空間の構成を次の図に示します。なお，図中の番号
は，表 7-1の項番と対応しています。

図 7-7　JavaVMで使用するメモリ空間の構成

それぞれの領域について説明します。なお，Eden領域，Survivor領域，および
Tenured領域を合わせた領域を，Javaヒープといいます。

Eden領域
newによって作成された Javaオブジェクトが最初に格納される領域です。

Survivor領域
New領域に格納されていた Javaオブジェクトのうち，コピーガーベージコレク
ション実行時に破棄されなかった Javaオブジェクトが格納される領域です。
Survivor領域は，From空間と To空間で構成されます。From空間と To空間のサ
イズは同じです。

Tenured領域
長期間必要であると判断された Javaオブジェクトが格納される領域です。Survivor
領域で指定回数を超えてコピーガーベージコレクションの実行対象となり，破棄さ
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れなかった Javaオブジェクトが，この領域に移動されます。

Permanent領域
ロードされた classなどの情報が格納される領域です。

Explicitヒープ領域
フルガーベージコレクションの対象外になる Javaオブジェクトが格納される領域で
す。Explicitヒープ領域は日立の JavaVM独自のメモリ空間で，明示管理ヒープ機
能を利用する場合だけ確保されます。

Cヒープ領域
JavaVM自身が使用する領域です。JNIで呼び出されたネイティブライブラリでも
使用されます。

スタック領域
Javaスレッドのスタック領域です。

それぞれの領域のサイズや割合などを指定する JavaVMオプションを次の表に示しま
す。なお，表の項番は，図 7-7と対応しています。

表 7-1　JavaVMメモリ空間のサイズや割合などを指定する JavaVMオプション

項
番

オプション名 オプションの意味

1 -Xmx<size> Javaヒープの最大サイズを設定します。

2 -Xms<size> Javaヒープの初期サイズを設定します。

3 -XX:MaxPermSize=<size> Permanent領域の最大サイズを設定します。

4 -XX:PermSize=<size> Permanent領域の初期サイズを設定します。

5 -Xmn<size> New領域の初期値および最大値を設定します。

6 -XX:[+|-]HitachiAutoExplicitMemor
y

自動配置機能を使用する場合に，JavaVMを起動した
タイミングで Explicitメモリブロックで使用するメモ
リを確保します。※

7 -XX:HitachiExplicitHeapMaxSize=<s
ize>

Explicitヒープ領域サイズの最大サイズを設定します。
※

8 -Xss<size> １スタック領域の最大サイズを設定します。

9 -XX:NewRatio=<value> New領域に対する Tenured領域の割合を設定します。
<value>が 2の場合は，New領域と Tenured領域の
割合が，1:2になります。

10 -XX:SurvivorRatio=<value> Survivor領域の From空間と To空間に対する Eden
領域の割合を設定します。
<value>に 8を設定した場合は，Eden領域，From空
間，To空間の割合が，8:1:1になります。
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注　<size>の単位はバイトです。

注※　明示管理ヒープ機能を使用するための前提オプションが有効になっている必要が
あります。詳細は「7.10　Explicitヒープのチューニング」を参照してください。

参考
 

JavaVMオプションは，次の個所に設定します。

表 7-2　JavaVMオプションを設定する個所

11 -XX:TargetSurvivorRatio=<value> ガーベージコレクション実行後の Survivor領域内で
Javaオブジェクトが占める割合の目標値を設定しま
す。

12 -XX:MaxTenuringThreshold=<value
>

コピーガーベージコレクション実行時に，From空間
と To空間で Javaオブジェクトを入れ替える回数の最
大値を設定します。
設定した回数を超えて入れ替え対象になった Javaオ
ブジェクトは，Tenured領域に移動されます。

対象 設定方法 設定個所

J2EEサーバ Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
add.jvm.arg

バッチサーバ Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
add.jvm.arg

SFOサーバ Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 SFOサーバ（sfo-server）

パラメタ名
add.jvm.arg

EJBクライアント
アプリケーション

ファイル編集 定義ファイル
usrconf.cfg※

パラメタ名
add.jvm.argキー

Webコンテナサー
バ

ファイル編集 定義ファイル
usrconf.cfg

パラメタ名
add.jvm.argキー

項
番

オプション名 オプションの意味
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注※　cjclstartapコマンドを使用して開始する場合に有効になるファイルです。

ポイント
 

それぞれのオプションのデフォルト値は，OSによって異なります。オプションのデフォル
ト値については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (
サーバ定義 )」の「19.4　Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMのオプションのデ
フォルト値」を参照してください。

！！！！ 注意事項
 

Javaヒープ領域，Permanent領域，Cヒープ領域のどれかが不足すると OutOfMemoryが
発生し，メモリ不足が解消されないかぎり正常に稼働できない状態が長く続くことになりま
す。
これに対して，OutOfMemory発生時のシステムへの影響を小さくするために，次のオプ
ションを使用できます。
• -XX:+HitachiOutOfMemoryAbort（OutOfMemory発生時強制終了機能）
• -XX:+HitachiOutOfMemoryHandling（OutOfMemoryハンドリング機能）

OutOfMemory発生時強制終了機能は，Javaヒープ不足や Permヒープ不足などが原因で
OutOfMemoryが発生した場合に，J2EEサーバを強制終了するための機能です。Javaヒー
プ領域，Permanent領域，Cヒープ領域のメモリ不足によって OutOfMemoryが発生した
ときに，J2EEサーバを強制終了して，J2EEサーバを自動再起動します。これによって，
J2EEサーバを正常に稼働できる状態に早期に回復できます。
OutOfMemoryハンドリング機能は，OutOfMemory発生時強制終了機能を前提とする機能
です。OutOfMemory発生時強制終了機能を使用している場合でも，特定の条件に合致する
ときに限って J2EEサーバの実行を継続したい場合に使用します。
リクエスト処理でオブジェクトを大量に確保しようとした場合，巨大なオブジェクトを確保
しようとした場合などに Javaヒープ不足が原因の OutOfMemoryが発生したときに，
J2EEサーバの実行を継続するようにしたいときには，OutOfMemoryハンドリング機能を
使用してください。
オプションの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレ
ンス 定義編 (サーバ定義 )」の「-XX:[+|-]HitachiOutOfMemoryAbort（強制終了オプショ
ン）」および「-XX:[+|-]HitachiOutOfMemoryHandling（OutOfMemoryハンドリングオプ
ション）」を参照してください。

7.1.3　ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係
ガーベージコレクションは，メモリ空間の使用状況に応じて，次のタイミングで発生し
ます。

（1） コピーガーベージコレクションが発生するタイミング

コピーガーベージコレクションは，次のタイミングで発生します。
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1. Eden領域へのアロケーションで空き領域が不足した場合
2. jheapprofコマンドに -copygcオプションを指定して実行した場合

（2） フルガーベージコレクションが発生するタイミング

フルガーベージコレクションは，次のタイミングで発生します。

1. New領域（Eden領域と Survivor領域の合計）で使用しているメモリサイズが
Tenured領域の最大値に対する未使用メモリサイズを上回っている状態の時に，
Eden領域へのアロケーションで空き領域が不足した場合

2. New領域と Tenured領域のそれぞれの未使用メモリサイズを上回るメモリサイズ
（Javaオブジェクトのサイズ）のアロケーション要求があった場合

3. コピーガーベージコレクションの実施の結果，次のどちらかの状態になった場合
• 確保済み Tenured領域の未使用メモリサイズが 10,000バイトを下回った場合
• コピーガーベージコレクション実施時の Tenured領域へのオブジェクトの移動に
よって，確保済み Tenured領域の拡張が発生した場合

4. java.lang.System.gc()メソッドが実行された場合
5. Permanent領域にアロケーションしたいメモリサイズが確保済み Permanent領域の
未使用メモリサイズを上回る場合

6. javagcコマンドを実行した場合
7. jheapprofコマンドを実行した場合

JavaVMのチューニングでは，主に 1.と 2.の発生を抑えることを検討します。

参考
 

フルガーベージコレクションが発生した場合の要因は，拡張 verbosegc情報を使用して確認
できます。フルガーベージコレクション発生時に要因を確認する方法については，「7.9　拡
張 verbosegc情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析方法」を参照してく
ださい。
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7.2　フルガーベージコレクション発生を抑止す
るためのチューニングの概要

この節では，フルガーベージコレクションの発生を抑止するための Javaヒープ，および
Explicitヒープのチューニングの考え方，およびチューニング手順について説明します。

Javaヒープ，および Explicitヒープのチューニング方法の詳細は 7.3～ 7.12で説明し
ます。

参考
 

コピーガーベージコレクションの違いによって，チューニング方法が変わることはありませ
ん。

7.2.1　チューニングの考え方
一般的に，コピーガーベージコレクションの方が，フルガーベージコレクションよりも
短い時間で処理できます。

New領域へのコピーガーベージコレクションの実施によって適切にメモリを回収して，
Javaヒープ全体を対象とするフルガーベージコレクションの発生をできるだけ抑止する
ことが，システムの停止回数の削減や，処理性能向上につながります。これを実現する
ためには，JavaVMオプションでそれぞれのメモリ空間のサイズや割合を適切に設定す
ることが必要です。

また，Tenured領域に配置されるオブジェクトの一部を，明示管理ヒープ機能で管理す
る Explicitヒープに配置することも，フルガーベージコレクションの発生抑止に効果的
です。Explicitヒープは，自動配置設定ファイルや明示管理ヒープ APIを使って，アプ
リケーションから利用できます。また，Explicitヒープは J2EEサーバからも利用され
ます。

これらを踏まえ，JavaVMのチューニングは，次の 2点を目的として実施します。

●フルガーベージコレクションをできるだけ発生させないこと

●フルガーベージコレクションの頻発を抑止した上で，不要なコピーガーベージコレク
ションを発生させないこと

理想的なメモリ使用量と経過時間の関係を次の図に示します。
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図 7-8　理想的なメモリ使用量と経過時間の関係

この図の場合は，寿命の短いオブジェクトはすべてコピーガーベージコレクションに
よって回収できていて，オブジェクトの昇格や退避が発生しません。このため，コピー
ガーベージコレクション実行後のメモリサイズが一定です。これによって，フルガー
ベージコレクションが発生しない，安定した状態での運用を実現できます。

JavaVMのチューニングでは，この状態を理想として，JavaVMの使用するメモリ空間
の各領域で使用するメモリサイズを見積もってチューニングします。

ポイント
 

チューニングの目安

図 7-8では，フルガーベージコレクションを一度も発生させない理想的な例を示しました
が，現実的にはフルガーベージコレクションが 1回発生する間にコピーガーベージコレク
ションが 10～ 20回程度発生することを目安にして，チューニングを実施してください。

7.2.2　チューニング手順
フルガーベージコレクションの発生を抑止するための Javaヒープ，および Explicitヒー
プのチューニング手順について説明します。

なお，手順 (1)は必ず実施します。手順 (2)～ (4)は明示管理ヒープ機能を利用して
Explicitヒープを使う場合に，手順 (1)のあとに続けて実施します。手順 (5)以降につい
ては，それぞれの手順の説明を確認の上，必要に応じて実施してください。

Javaヒープ，および Explicitヒープのチューニング手順を次の図に示します。
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図 7-9　Javaヒープおよび Explicitヒープのチューニング手順

（1） Javaヒープのチューニング

Javaヒープのチューニングによってフルガーベージコレクションを抑止する方法を検討
します。Javaヒープのチューニングについては，「7.3　Javaヒープのチューニング」を
参照してください。

なお，Explicitヒープ領域を利用しない場合は，Javaヒープのチューニングをした段階
で J2EEサーバのテストを実施してください。Javaヒープのメモリを適切に見積もって
もフルガーベージコレクションが頻発する場合は，Survivor領域があふれているなど，
チューニングに問題がないか確認してください。再度 Javaヒープのチューニングを見直
しても問題が発生する場合は，明示管理ヒープ機能を使用した Explicitヒープの利用を
検討してください。Explicitヒープを利用する場合は，手順 (2)に進んでください。

（2） Explicitヒープのチューニング

明示管理ヒープ機能を使用して Explicitヒープ領域を利用する場合に，Explicitヒープ
領域のメモリを見積もります。Explicitヒープのチューニングについては，「7.10　
Explicitヒープのチューニング」を参照してください。

J2EEサーバの場合，明示管理ヒープ機能はデフォルトで使用する設定になっています。
また，Tenured領域のメモリサイズ増加の要因となるオブジェクトが Explicitヒープに
配置されるように設定されています。このため，J2EEサーバが配置するオブジェクトに
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必要な Explicitヒープのメモリサイズを必ず見積もってください。明示管理ヒープ機能
は，Explicitヒープのメモリサイズを適切に見積もった上で使用しないと，効果が出ま
せん。

（3） 稼働情報による見積もり結果の確認

明示管理ヒープ機能を使用する場合に，手順 (1)および手順 (2)で JavaVMのメモリを適
切に見積もったあと，J2EEサーバのテストを実施します。テストで得た稼働情報を収集
して Explicitヒープの使用状況を確認します。稼働情報を基にした Explicitヒープの見
積もりについては「7.10.5　稼働情報による見積もり」を参照してください。

参考
 

J2EEサーバのテストを実施し，フルガーベージコレクションの発生回数が削減できない場
合は，次の内容を確認してください。
• Survivor領域があふれているなど，Javaヒープのチューニングに問題がないか
手順 (1)で見積もった値が適切かを見直します。

• Explicitヒープがあふれていないか
手順 (2)で見積もった値が適切かを見直します。

• Webアプリケーションの構成が適切か
Webアプリケーションの構成（アプリケーション内の APIの使用方法など）によっては，
HTTPセッションに関するオブジェクトに対して，明示管理ヒープ機能の効果が出ない場
合があります。詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡
張編」の「8.12　明示管理ヒープ機能使用時の注意事項」を参照してください。

これらを確認しても問題が解決しない場合に，手順 (4)に進んでください。

（4） Tenured領域のメモリサイズが増加するかどうかの確認

アプリケーションを開始して，Tenured領域のメモリサイズを調査します。調査には，
手順 (3)で取得した稼働情報，または拡張 verbosegc情報で取得した情報を使用します。
拡張 verbosegc情報の取得については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ 機能解説 保守／移行／互換編」の「5.7.2　拡張 verbosegc情報の取得」を参照してく
ださい。

（5） Explicitヒープへのオブジェクトの生成

手順 (4)で Tenured領域のメモリサイズの増加が確認された場合，必要に応じて任意の
オブジェクトを Explicitヒープに生成するように自動配置設定ファイルを設定します。
自動配置設定ファイルを使用するかどうかの検討については，「7.12　明示管理ヒープの
自動配置機能を使用した Explicitヒープの利用の検討」を参照してください。

Explicitヒープへオブジェクトを生成する場合，Javaヒープへオブジェクトを生成する
場合に比べて実行時のオーバーヘッドが大きくなります。そのため，Explicitヒープへ
オブジェクトを生成する場合は，オブジェクトの生成個所を絞り込むことで，実行時の
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オーバーヘッドを小さくできます。自動配置設定ファイルについては，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「8.11.2　自動配置設定ファ
イルを使った明示管理ヒープ機能の使用」を参照してください。

！！！！ 注意事項
 

明示管理ヒープ機能 APIを使用して実装する場合は，Explicitヒープに格納するオブジェク
トのライフサイクルが既知である必要があります。具体的には，オブジェクトの生成，およ
びオブジェクトが不要になるタイミングが，Javaプログラム上で明確になっている必要が
あります。明示管理ヒープ機能 APIを使用した実装については，マニュアル「Cosminexus 
アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「8.10　明示管理ヒープ機能 APIを使った
Javaプログラムの実装」を参照してください。

（6） Explicitヒープ全体のメモリサイズの見直し

手順 (5)で修正したアプリケーションを動作させて，J2EEサーバとアプリケーションが
使用する Explicitヒープ全体のメモリサイズを見直します。見直し方法については，
「7.11　アプリケーションで明示管理ヒープ機能を使用する場合のメモリサイズの見積も
り」を参照してください。

ポイント
 

明示管理ヒープ機能によってフルガーベージコレクションの発生抑止の効果を得るために
は，Explicitヒープからオブジェクトがあふれないようにする必要があります。次の点を確
認してください。
• Webアプリケーション内でセッションの破棄（invalidateメソッド呼び出し）および適切
なセッションタイムアウトを設定していること。

• 適切なメモリサイズの Explicitヒープ領域を Javaヒープ領域とは別に確保できること。

Explicitヒープあふれが発生した場合の確認と対処については，「7.11.4(3) Explicitヒープ
あふれが発生した場合の確認と対処」を参照してください。
以降では，Javaヒープのチューニング，および Explicitヒープのチューニングについて説
明します。なお，これ以外の注意事項については，マニュアル「Cosminexus アプリケー
ションサーバ 機能解説 拡張編」の「8.　明示管理ヒープ機能を使用したフルガーベージコレ
クションの抑止」を参照してください。
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7.3　Javaヒープのチューニング

ここでは，Javaヒープのチューニングについて説明します。

7.3.1　Javaヒープのメモリサイズの見積もり
JavaVMのチューニングでは，JavaVM固有領域の各領域のメモリサイズを適切に見積
もる必要があります。

見積もりのポイントになるメモリサイズは次のとおりです。

● Javaヒープ全体のメモリサイズ

● Tenured領域のメモリサイズ

● Survivor領域のメモリサイズ

● Eden領域のメモリサイズ

このほか，Permanent領域も，必要に応じて見積もります。

コピーガーベージコレクション後の生存オブジェクトのサイズが Survivor領域のサイズ
よりも大きい場合，Survivor領域があふれ，1度のコピーガーベージコレクションの実
行で Tenured領域に昇格するオブジェクトが発生します。また，Survivor領域のサイズ
が小さい場合に，Survivor領域の使用率が上がってくると，本来短寿命（コピーガー
ベージコレクション間隔以下，またはコピーガーベージコレクション間隔の 1～ 2倍程
度の寿命）の Javaオブジェクトが，数回のコピーガーベージコレクションの実行で
Tenured領域に昇格してしまいます。

ポイント
 

次に示す問題が確認できた場合は，Survivor領域の不足が原因でフルガーベージコレクショ
ンが発生しています。なお，拡張 verbosegc情報とは，J2EEサーバ起動時にオプションを
設定しておくと，ガーベージコレクション発生時に日立 JavaVMログファイルに出力され
る情報です。
• Tenured領域の増加要因が短寿命オブジェクトであると特定された場合
• 拡張 verbosegc情報で，コピーガーベージコレクション時の Survivor領域あふれが確認
できた場合

• -XX:+HitachiVerboseGCPrintTenuringDistribution指定時に出力される拡張 verbosegc
情報で，オブジェクトの昇格年齢が常に１であることが観測できた場合

これらの問題を回避するためには，-XX:SurvivorRatioオプションの設定値を小さくして，
Eden領域と Survivor領域の割合を最適化する必要があります。

このことを考慮し，見積もりでは，まず，Tenured領域のメモリサイズと New領域のメ
モリサイズを算出して，それらを基に Javaヒープ全体のメモリサイズを算出します。
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メモリサイズを見積もる順序を次の図に示します。図中の番号の順番で見積もりを実施
します。

図 7-10　メモリサイズを見積もる順序

見積もり手順を示します。なお，番号は図中の番号と対応しています。

1. Tenured領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「7.4　Javaヒープ内の Tenured領域のメモリサイズの見
積もり」を参照してください。

2. Survivor領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「7.5.1　Javaヒープ内の Survivor領域のメモリサイズの
見積もり」を参照してください。

3. Eden領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「7.5.2　Javaヒープ内の Eden領域のメモリサイズの見積
もり」を参照してください。

4. 2.と 3.の合計として，New領域全体のメモリサイズを算出します。

5. 一定期間存在するオブジェクトの扱いを検討して，必要なメモリサイズを Tenured領
域または New領域のメモリサイズに追加します。
検討方法については，「7.6　Javaヒープ内に一定期間存在するオブジェクトの扱いの
検討」を参照してください。

6. 1.，4.および 5.の合計として，Javaヒープ全体のメモリサイズを算出します。

7. 必要に応じて Permanent領域のメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「7.8　Javaヒープ内の Permanent領域のメモリサイズの
見積もり」を参照してください。

7.3.2　Javaヒープのメモリサイズの設定方法
見積もったメモリサイズは，「7.1.2　JavaVMで使用するメモリ空間の構成と JavaVM
オプション」で説明したオプションで指定します。それぞれの領域のメモリサイズの設
定方法を次に示します。

Javaヒープ全体のメモリサイズ
-Xmx<size>オプションで最大サイズを指定して，-Xms<size>オプションで初期サ
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イズを指定します。

Tenured領域のメモリサイズ
-XX:NewRatio=<value>オプションで，Javaヒープ全体に対する，Tenured領域と
New領域の分割比を指定します。例えば，「-XX:NewRatio=5」とした場合には，
-Xmx<size>オプションで指定したメモリサイズが，次のように分割されます。
　
New領域のメモリサイズ：Tenured領域のメモリサイズ = 1：5
　

Survivor領域のメモリサイズと Eden領域のメモリサイズ
-XX:SurvivorRatio=<value>オプションで，New領域全体に対する，Survivor領域
と Eden領域の分割比を指定します。なお，分割比は，Survivor領域の From空間
および To空間に対して Eden領域を何倍確保するかの数値で指定します。例えば，
「-XX:SurvivorRatio=2」とした場合には，-XX:NewRatio=<value>オプションで決
まった New領域のメモリサイズが，次のように分割されます。
　
Eden領域のメモリサイズ：From空間のメモリサイズ：To空間のメモリサイズ = 
2：1：1
　

Permanent領域のメモリサイズ
-XX:MaxPermSize=<size>オプションで最大サイズを指定して，
-XX:PermSize=<size>オプションで初期サイズを指定します。

7.3.3　Javaヒープのメモリサイズの使用状況の確認方法
それぞれのメモリサイズは，アプリケーションを実際に動作させて，メモリ使用量を測
定しながらチューニングしていきます。アプリケーションサーバでは，usrconf.cfgファ
イルに -XX:+HitachiVerboseGCオプションを指定して J2EEサーバを起動することで，
ガーベージコレクション実行時の各領域の詳細なメモリサイズを拡張 verbosegc情報と
して出力できます。この出力内容を基にチューニングを実施してください。

拡張 verbosegc情報として出力できる主な内容を次に示します。

• ガーベージコレクションの発生日時
• ガーベージコレクション種別

• ガーベージコレクション情報※ 1

• ガーベージコレクション経過時間

• Eden情報※ 1

• Survivor情報※ 1

• Tenured情報※ 1

• Perm情報※ 1

• ガーベージコレクション要因内容※２
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注※ 1
ガーベージコレクション前後の使用領域長および領域サイズが出力されます。

注※ 2
-XX:+HitachiVerboseGCPrintCauseオプションが指定されている場合に出力されま
す。

拡張 verbosegc情報の出力例とフルガーベージコレクションの要因分析方法については，
「7.9　拡張 verbosegc情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析方法」
を参照してください。また，オプションについては，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「-XX:[+|-]HitachiVerboseGC
（拡張 verbosegc情報出力オプション）」を参照してください。

なお，アプリケーションサーバでは，javagcコマンドを使用して，任意のタイミングで
ガーベージコレクションを発生させることもできます。この場合，-vオプションを指定
することで，拡張 verbosegc情報と同じ内容を出力できます。javagcコマンドの詳細に
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド
編」の「javagc（ガーベージコレクションの強制発生）」を参照してください。
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7.4　Javaヒープ内の Tenured領域のメモリサ
イズの見積もり

この節では，Tenured領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。

Tenured領域のメモリサイズは，次のように見積もります。

ここでは，アプリケーションで必要なメモリサイズの算出方法について説明します。

また，見積もったメモリサイズに New領域のメモリサイズを追加する理由についても説
明します。

7.4.1　アプリケーションで必要なメモリサイズの算出
Tenured領域のメモリサイズは，アプリケーションが最低限必要とするメモリサイズか
ら見積もります。必要なメモリサイズが確保できない場合，OutOfMemoryErrorが発生
して JavaVMが停止します。

アプリケーションが必要とするメモリサイズは，フルガーベージコレクション実行時の
拡張 verbosegc情報で，フルガーベージコレクション実行後に使用しているメモリサイ
ズを確認することで判断できます。これは，フルガーベージコレクション実行後に Java
ヒープ全体から不要なオブジェクトをすべて削除した状態のメモリサイズが，アプリ
ケーションが必要とするメモリサイズに近いと考えられるためです。

フルガーベージコレクション実行時の拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。

「Full GC」に続いて出力されている情報のうち，ガーベージコレクションの実行後の情
報「->30780K」を確認します。ここでは，フルガーベージコレクション実行後に，
30,780キロバイトのメモリサイズを必要としていることがわかります。

何回分かのフルガーベージコレクションの拡張 verbosegc情報を集め，ガーベージコレ
クション実行後の領域長がいちばん大きい情報を，アプリケーションが必要とするメモ

　
Tenured領域のメモリサイズ
=アプリケーションで必要なメモリサイズ +New領域のメモリサイズ
　

…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[Full GC 31780K->30780K(32704K)Full GC 31780K->30780K(32704K)Full GC 31780K->30780K(32704K)Full GC 31780K->30780K(32704K), 
0.2070500secs][DefNew::Eden: 
3440K->1602K(3456K)][DefNew::Survivor:58K->0K(64K)][Tenured: 
28282K->29178K(29184K)][Perm:1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]

…
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リサイズであると判断してください。

7.4.2　Javaヒープ内の New領域のメモリサイズを追加する
理由

Tenured領域のメモリサイズには，アプリケーションが最低限必要とするメモリサイズ
に，New領域分のメモリサイズを追加することをお勧めします。これは，Tenured領域
の未使用メモリサイズがNew領域の使用メモリサイズを下回ることによって，フルガー
ベージコレクションが頻発するのを防ぐためです。

通常，Eden領域がいっぱいになると，コピーガーベージコレクションが発生します。こ
のとき，Eden領域と Survivor領域の From空間に存在する使用中の Javaオブジェク
トが，Survivor領域の To空間に移動しようとします。このとき，Tenured領域の未使
用領域が Eden領域と Survivor領域で使用中のメモリサイズよりも小さいと，New領域
のすべての Javaオブジェクトが昇格した場合に，Javaオブジェクトを Tenured領域に
移動できなくなります。そこで JavaVMは，フルガーベージコレクションを発生させ，
Tenured領域の未使用メモリサイズを増やそうとします。

これを防ぐために，Tenured領域には，アプリケーションが必要とするメモリサイズに
加えて，New領域分のメモリサイズを追加してください。

考え方を次の図に示します。
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図 7-11　New領域のメモリサイズを追加する理由の考え方

●オブジェクトが昇格できないおそれがあるためフルガーベージコレクションが発生す
る例
Tenured領域のメモリの空き領域（アプリケーションで必要なメモリ領域以外の領域）
が New領域のメモリサイズよりも小さいため，Eden領域および From空間からの移
動オブジェクトが多い場合，オブジェクトの昇格に対応できないおそれがあります。
この場合，フルガーベージコレクションが発生します。

●オブジェクトが確実に昇格できる例
Tenured領域のメモリの空き領域（アプリケーションで必要なメモリ領域以外の領域）
が New領域と同じサイズ分確保してあるため，Eden領域および From空間からの移
動オブジェクトが多い場合も，オブジェクトの昇格に対応できます。

なお，New領域のメモリサイズの見積もりについては，「7.5　Javaヒープ内の New領
域のメモリサイズの見積もり」で説明します。
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ポイント
 

拡張 verbosegc情報などで確認したときに，コピーガーベージコレクションが発生しないで
フルガーベージコレクションが頻発している場合，New領域からの退避オブジェクトに対
して Tenured領域のメモリサイズが小さいことが考えられます。New領域のサイズを増や
した場合などにこの状態になることがあります。必要に応じて，Tenured領域のメモリサイ
ズを見直してください。また，New領域内の Eden領域と Survivor領域の関係もあわせて
見直してください。
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7.5　Javaヒープ内の New領域のメモリサイズ
の見積もり

この節では，New領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。

New領域のメモリサイズは，次のように見積もります。

ここでは，Survivor領域および Eden領域のメモリサイズを見積もる方法について説明
します。

7.5.1　Javaヒープ内の Survivor領域のメモリサイズの見積
もり

Survivor領域のメモリサイズは，実際にアプリケーションを動作させて，Survivor領域
の使用状況を確認しながらチューニングしていきます。

チューニングの流れを次に示します。

1. アプリケーションでのリクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズを見積も
り，それを Survivor領域のメモリサイズに指定して，アプリケーションを実行しま
す。
このとき，チューニングで使用する情報を出力するために，
-XX:+HitachiVerboseGCPrintTenuringDistributionオプションを指定して J2EEサーバ
を起動します。

2. Survivor領域に割り当てられているメモリサイズと，アプリケーション実行時に実際
に使用されているメモリ使用量から，メモリ使用率を確認します。
メモリ使用率が 100%に近い場合，コピーガーベージコレクション実行時に New領
域および Survivor領域の From空間の使用中オブジェクトが To空間に入り切らなく
なり，オブジェクトの退避が発生します。この場合は，Survivor領域を増やすことを
検討してください。

3. Survivor領域のオブジェクトの年齢分布を確認します。
Survivor領域のメモリサイズを増やしたり，昇格するためのしきい値を上げたりする
ことで，オブジェクトが昇格するのが遅くなります。寿命の長いオブジェクトを
Survivor領域に格納し続けるのは，性能を低下させる要因になります。
逆に，Survivor領域のメモリサイズを減らしたり，昇格するためのしきい値を下げた
りすることで，オブジェクトが昇格するのが早くなります。ただし，寿命の短いオブ
ジェクトが昇格するのは，フルガーベージコレクションの発生頻度を増やす要因にな

　
New領域のメモリサイズ
=Survivor領域のメモリサイズ +Eden領域のメモリサイズ
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ります。
Survivor領域のメモリサイズと昇格のしきい値は，この二つのバランスを取るように
検討してください。

それぞれのチューニング作業について説明します。

（1） リクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズの見積もり

Survivor領域は，寿命の短いオブジェクトを格納する領域です。サーバサイドで動作す
るアプリケーションの場合，リクエストやレスポンスを処理するために使われている，
寿命の短いオブジェクトを格納する領域と考えることができます。このため，Survivor
領域のメモリサイズの見積もりでは，ある時点で存在する寿命が短いオブジェクトの最
大サイズ，つまり，ある時点でのリクエストやレスポンスの処理に使用するメモリの最
大サイズを考えます。例えば，ステートレスなサーブレットで構成されたアプリケー
ションの場合，Survivor領域のメモリサイズを，「一つのリクエスト処理で使用する最大
メモリサイズ×リクエストの同時実行数」と考えることができます。

（2） メモリ使用率の確認

「(1) リクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズの見積もり」で見積もった値
を Survivor領域のメモリサイズとして設定して，アプリケーションを実行します。実行
時に使用されるメモリ使用量から，Survivor領域に割り当てたメモリサイズに対するメ
モリ使用率を確認します。

参考
 

Survivor領域のメモリサイズは，直接は指定できません。
Survivor領域のメモリサイズを指定する場合は，まず，-Xmxオプションで Javaヒープの
最大サイズを指定して，-XX:NewRatio=<value>によって Javaヒープのメモリサイズを
New領域と Tenured領域で分ける割合を指定した上で，-XX:SurvivorRatio=<value>オプ
ションによって，Eden領域との割合を指定する必要があります。
　

メモリ使用率は，拡張 verbosegc情報で確認できます。

コピーガーベージコレクション実行時の拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。

「DefNew::Survivor: 58K->64K(64K)」は，「ガーベージコレクション実行前のメモリサ
イズ ->ガーベージコレクション実行後のメモリサイズ（割り当てられているメモリサイ

…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[GC 27340K->27340K(32704K), 0.0432900 
secs][DefNew::Eden: 3440K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 
58K->64K(64K)][Tenured: 23841K->27282K(29184K)][Perm: 
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 
secs]

…
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ズ）」を意味します。この場合，64キロバイトの Survivor領域中 64キロバイトがすで
に使用されていて，使用率は 100%になります。これは，コピーガーベージコレクショ
ンで，To空間のメモリサイズが不足し，Javaオブジェクトの退避が行われたことを示し
ています。退避では，Tenured領域に本来格納されないはずの寿命の短いオブジェクト
が格納され，フルガーベージコレクションの発生頻度を増やす要因になります。このよ
うな場合は，Survivor領域のメモリサイズを増やすことを検討してください。新しい
Survivor領域のメモリサイズは次のように見積もります。

「退避された Javaオブジェクトの合計サイズ」は，ガーベージコレクション実行後の
Tenured領域メモリの増加サイズで近似できます。この例では，「Tenured: 
23841K->27282K(29184K)」が，Tenured領域メモリの増加サイズを示していて，
27,282キロバイト -23,841キロバイト =3,441キロバイトとなります。

また，Survivor領域のメモリサイズを増加させると，Javaオブジェクトの昇格のしきい
値が上がり，昇格しにくくなります。詳細については，「(3)　オブジェクトの年齢分布の
確認と見積もり」を参照してください。その結果，コピーガーベージコレクションで回
収されない Javaオブジェクトが増えることがあるため，
-XX:TargetSurvivorRatio=<value>を次のように見積もり，設定してください。

（3） オブジェクトの年齢分布の確認と見積もり

Survivor領域のオブジェクトの年齢分布を確認し，寿命の長いオブジェクトが存在し続
けていないか，または寿命の短いオブジェクトが昇格していないかを確認します。オブ
ジェクトの年齢分布は，-XX:+HitachiVerboseGCPrintTenuringDistributionオプション
の出力結果で確認できます。

J2EEサーバ起動時に usrconf.cfgに
-XX:+HitachiVerboseGCPrintTenuringDistributionオプションを指定すると，Survivor
領域の使用状況がコピーガーベージコレクション発生のタイミングで日立 JavaVMログ
ファイルに出力されます。出力例を次に示します。

　
新しい Survivor領域のメモリサイズ
=現在の Survivor領域のメモリサイズ +退避された Javaオブジェクトの合計サイズ
　

　
新しい -XX:TargetSurvivorRatio=<value>
=現在の -XX:TargetSurvivorRatio=<value>× (現在の Survivor領域のメモリサイズ /新しい Survivor
領域のメモリサイズ )
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「New  threshold:」に続けて出力されているのが，次のコピーガーベージコレクションで
昇格する Javaオブジェクトの最低の年齢です。例の場合は，次回のコピーガーベージコ
レクションで，年齢が 3歳以上の Javaオブジェクトが昇格します。「age<数値 >:」に続
けて出力されているのが，Survivor領域で 1歳からその年齢までの Javaオブジェクト
が使用しているメモリサイズの累計です。例の場合は，1歳の Javaオブジェクトのメモ
リサイズが 1,357,527バイト，1歳と 2歳の Javaオブジェクトのメモリサイズの累計が
1,539,661バイトであることを示しています。また，累計から逆算することで，2歳の
Javaオブジェクトのメモリサイズが 182,134(1,539,661-1,357,527)バイトであることが
わかります。一般的に，Survivor領域のオブジェクトの年齢分布は次に示すグラフのよ
うになります。

図 7-12　Survivor領域のオブジェクトの年齢分布

グラフの「サイズ」は，ある「年齢」の Javaオブジェクトの合計のサイズです。また，
「累計サイズ」は，ある「年齢」までの Javaオブジェクトの合計のサイズです。

このグラフでは，Survivor領域の Javaオブジェクトが占めるサイズが，年齢が上がる
に連れて減少しています。また，１歳年齢が上がったときに減少するサイズは年齢が若
いほど大きくなります。このことから，次のことがわかります。

●若い年齢の Javaオブジェクトほど，Survivor領域中に占めるサイズが大きい

●若い年齢の Javaオブジェクトほど，ガーベージコレクションで回収されやすい

この例では，6歳以上の Javaオブジェクトはほとんどコピーガーベージコレクションで
回収されていません。そのため，Javaオブジェクトの昇格のしきい値が 7歳以上の場
合，回収される可能性が低い Javaオブジェクトに対してコピーガーベージコレクション
を行うことになり，性能を低下させる要因になります。逆に，Javaオブジェクトの昇格
のしきい値が 2歳以下の場合，コピーガーベージコレクションで回収される可能性の高

　
[PTD]<Wed May 28 11:45:23 2008>[Desired survivor:5467547 bytes][New  
threshold:3][MaxTenuringThreshold:31][age1:1357527][age2:1539661]
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いオブジェクトが昇格することになり，フルガーベージコレクションの発生が増す要因
になります。この例では，昇格のしきい値を 5～ 6歳程度とするのが，バランスの取れ
たしきい値となります。

グラフの傾きはシステムによって異なるため，Survivor領域のオブジェクトの年齢分布
を確認し，システムごとの最適な昇格年齢を決定することが重要です。

参考
 

Javaオブジェクトの昇格のしきい値は，コピーガーベージコレクションごとに動的に変更
され，-XX:MaxTenuringThreshold=<value>オプションと，Survivor領域のメモリサイズ
および -XX:TargetSurvivorRatio=<value>オプションに設定した値を基に決まります。
-XX:MaxTenuringThreshold=<value>は，昇格のしきい値の最大の年齢です。Javaオブ
ジェクトの年齢がこの値を超えると，必ず昇格します。-XX:TargetSurvivorRatio=<value>
は，Survivor領域のメモリ使用率の目標値です。JavaVMは，Survivor領域のメモリ使用
率が，できるだけこの値に近くなるように，昇格のしきい値を決定します。具体的には，コ
ピーガーベージコレクションが終了した時の 1歳から n歳までの Javaオブジェクトの累計
サイズが，目標の使用率となる nを探し，次のコピーガーベージコレクションの昇格のしき
い値を nにします。-XX:TargetSurvivorRatio=<value>のデフォルト値は 50%です。
Survivor領域のメモリ使用率が大きいほど Survivor領域を有効に利用できますが，
Survivor領域の空きに余裕がなくなるため，オブジェクトの退避が発生しやすくなります。

7.5.2　Javaヒープ内の Eden領域のメモリサイズの見積もり
Eden領域のメモリサイズは，コピーガーベージコレクションを発生させる間隔に影響し
ます。Eden領域のメモリサイズを大きく取ると，コピーガーベージコレクションの発生
間隔が長くなります。なお，コピーガーベージコレクションに掛かる時間は，使用中の
オブジェクトの個数に影響され，Eden領域のメモリサイズにはあまり影響されません。
このため，コピーガーベージコレクションが頻発しないように，Eden領域のメモリサイ
ズを十分に確保することが，性能向上には効果的です。
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7.6　Javaヒープ内に一定期間存在するオブ
ジェクトの扱いの検討

これまでの説明は，オブジェクトの寿命に応じて，それぞれの領域に次のように格納す
ることを前提としてきました。

●アプリケーションの動作に必要な寿命の長いオブジェクトは，Tenured領域に格納す
る。

●リクエスト処理やレスポンス処理などの寿命の短いオブジェクトは，New領域に格納
する。

しかし，寿命が中間的な一定期間使用されるオブジェクトがあります。このようなオブ
ジェクトは，寿命は長くありませんが，何回かのコピーガーベージコレクションの対象
になります。

メモリサイズの見積もりでは，これらのオブジェクトを，New領域，Tenured領域のど
ちらかに格納することを前提として，見積もりをする必要があります。

ここでは，それぞれの特徴を示します。アプリケーションの種類や目的に応じて，どち
らかのメモリサイズを増加させるように見積もりをしてください。

7.6.1　Javaヒープ内の New領域に格納する方法
一定期間存在するオブジェクトをNew領域で管理する方法です。New領域のメモリサ
イズに，これらの一定期間存在するオブジェクト分のメモリサイズを追加して見積もり
ます。

New領域サイズを大きくしてオブジェクトの Tenured領域への移動を抑止することに
よって，フルガーベージコレクションの発生も抑止できます。ただし，コピーガーベー
ジコレクション実行時にNew領域内にある使用中オブジェクトの数が増えるため，New
領域内でのコピー処理に時間が掛かり，1回当たりのコピーガーベージコレクション実行
時間は長くなります。コピーガーベージコレクションの実行時間がフルガーベージコレ
クション実行時間よりも長くなるような場合は，メモリサイズの再見積もりが必要です。
また，メモリ空間のサイズ設定によっては，本来コピーガーベージコレクションで回収
されるはずの寿命の短いオブジェクトが使用する領域が不足して，Tenured領域への退
避が発生するおそれがあります。この場合は，最終的にはフルガーベージコレクション
が発生してしまいます。

なお，一定期間存在するオブジェクトをNew領域で管理できているかどうかは，拡張
verbosegc情報で確認できます。実際にアプリケーションを動作させて，出力された拡張
verbosegc情報で，コピーガーベージコレクション発生後の Tenured領域のメモリサイ
ズが大幅に増えていないことを確認してください。

New領域での管理に失敗している場合，システムの処理性能が大幅に低下していること
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があります。また，New領域で管理できるオブジェクトの最大の年齢には限界がありま
す（限界はプラットフォームやバージョンによって異なります。詳細は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「19.4　
Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMのオプションのデフォルト値」の
-XX:MaxTenuringThreshold=<value>を参照してください）。New領域で管理できてい
ないことがわかった場合は，一定期間存在するオブジェクトは，Tenured領域に格納し
て管理することを検討してください。Tenured領域で管理する方法については，「7.6.2　
Javaヒープ内の Tenured領域に格納する方法」を参照してください。

7.6.2　Javaヒープ内の Tenured領域に格納する方法
New領域で管理するオブジェクトの最大の年齢は，
-XX:MaxTenuringThreshold=<value>オプションで指定できます。例えば，
「-XX:MaxTenuringThreshold=2」を指定しておけば，3回目のコピーガーベージコレク
ションの対象になったオブジェクトは，すべて Tenured領域に移動します。

この方法を使用すると，コピーガーベージコレクションの対象になるオブジェクトが少
なくなり，実行時間が短縮できます。ただし，多くのオブジェクトが Tenured領域に移
動するため，Tenured領域がいっぱいになった段階でフルガーベージコレクションが定
期的に発生します。システムを安定して動作させるためには，システムに掛かる負荷が
低いときなどに，フルガーベージコレクションを強制的に発生させてください。フル
ガーベージコレクションを強制的に発生させるには，次の方法があります。

●プログラム内で System.gc()メソッドを呼び出す

● javagcコマンドを実行する
javagcコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ リファレンス コマンド編」の「javagc（ガーベージコレクションの強制発生）」を
参照してください。

7.6.3　Explicitヒープに格納する方法
チューニングではありませんが，Javaプログラムを変更することで，一定期間存在する
オブジェクトを Explicitヒープに格納して管理する方法があります。Explicitヒープは
ガーベージコレクションの対象とならない領域です。Explicitヒープを利用することで，
オブジェクトが Tenured領域に移動することを防ぎ，フルガーベージコレクションの発
生を抑えることができます。また，自動配置設定ファイルを利用することで，Explicit
ヒープに直接オブジェクトを配置することもできます。詳細は，「7.10　Explicitヒープ
のチューニング」を参照してください。アプリケーションサーバでは，HTTPセッショ
ンに関連するオブジェクトを Explicitヒープで管理しています。
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7.7　Javaヒープの最大サイズ／初期サイズの
決定

Tenured領域およびNew領域の見積もりができたら，それらを基に Javaヒープの最大
サイズと初期サイズを決定します。

Javaヒープの最大サイズは，次のように決定します。

Javaヒープのメモリサイズを設定する場合，まず，-Xmxオプションに，拡張領域のサ
イズも含む，Javaヒープ領域の最大サイズを指定します。次に，-Xmsオプションに，
Javaヒープ領域の初期サイズを指定します。なお，-Xmsオプションに指定するサイズ
は，-Xmxオプションに指定したサイズよりも小さくする必要があります。

JavaVMは，起動時に，-Xmsオプションで指定された分のメモリ領域を Javaヒープ領
域として確保します。その後，アプリケーション実行中に -Xmsオプションで指定した
以上のメモリ領域が必要になった場合に，-Xmxオプションで指定したサイズになるま
で，ヒープ領域を追加して割り当てていきます。逆に，アプリケーションの中で不要な
メモリ領域が発生した場合は，-Xmsオプションで指定したサイズまで，Javaヒープ領
域として確保している領域を減らしていきます。

なお，システムの安定稼働のためには，-Xmxオプションと -Xmsオプションには同じ値
を指定することをお勧めします。

　
Javaヒープの最大サイズ
=Tenured領域のメモリサイズ +New領域のメモリサイズ
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7.8　Javaヒープ内の Permanent領域のメモリ
サイズの見積もり

この節では，Permanent領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。
Permanent領域は，ロードされた classなどが格納される領域です。

Permanent領域のメモリサイズは，「7.1.2　JavaVMで使用するメモリ空間の構成と
JavaVMオプション」で示したとおり，-Xmxオプションで指定したメモリサイズ
（Javaヒープ）とは別に確保されます。

デフォルト値については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレ
ンス 定義編 (サーバ定義 )」の「19.4　Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMの
オプションのデフォルト値」を参照してください。

次に，Permanent領域の使用量の見積もり方法を示します。

● Permanent領域の使用量の見積もり方法

Permanent領域でのメモリ使用量は，大体，J2EEサーバにロードされるクラスファイ
ルの合計サイズになります。アプリケーションサーバの場合，次に示すクラスファイル
のサイズの総和から見積もることができます。

1. WEB-INF/classes以下のすべてのクラスファイル
2. WEB-INF/lib以下の JARファイルに含まれる，すべてのクラスファイル
3. JSPコンパイル結果として生成された，すべてのクラスファイル
4. EJB-JARに含まれるすべてのクラスファイル
5. コンテナ拡張ライブラリ，ライブラリ JAR，参照ライブラリを利用している場合に追
加する JARファイルに含まれる，すべてのクラスファイル

6. アプリケーションサーバ提供のクラスファイル（システムクラスファイル）
システムクラスファイルの総和は約 80MB（Service Platformおよび Service 
Architectを使用する場合には約 90MB）になります。

Permanent領域のメモリサイズは，-XX:MaxPermSize=<size>オプション，および
-XX:PermSize=<size>オプションで指定します。これらのオプションのデフォルト値に
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (
サーバ定義 )」の「19.4　Cosminexusで指定できる Java HotSpot VMのオプションの
デフォルト値」を参照してください。

なお，アプリケーションのインポート時に一時的に Permanent領域の使用量が増加する
場合があります。
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7.9　拡張 verbosegc情報を使用したフルガー
ベージコレクションの要因の分析方法

この節では，拡張 verbosegc情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析
方法について説明します。拡張 verbosegc情報は，日立固有の JavaVMオプションであ
る -XX:+HitachiVerboseGCオプションを指定することによって出力できる JavaVMの
ログ情報です。チューニングに役立つ情報のほか，障害要因の分析にも役立つ情報が出
力されます。

チューニング実行時に拡張 verbosegc情報を参照することで，次の情報を確認できます。

●ガーベージコレクション実行前と実行後の各領域の使用メモリサイズ

●ガーベージコレクションが発生した要因

また，-XX:+HitachiVerboseGCとほかの日立固有の JavaVMオプションを組み合わせる
ことによって，さらに詳細な情報が出力できます。-XX:+HitachiVerboseGCオプショ
ン，およびそのほかの日立固有の JavaVM拡張オプションの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「19.2
　日立固有の JavaVM拡張オプションの詳細」を参照してください。

7.9.1　拡張 verbosegc情報の出力形式の概要
拡張 verbosegc情報は，コピーガーベージコレクションが発生した場合と，フルガー
ベージコレクションが発生した場合に出力されます。

コピーガーベージコレクションが発生すると，ガーベージコレクションの種類として
「GC」と出力されます。また，フルガーベージコレクションが発生すると，ガーベージ
コレクションの種類として「Full GC」と出力されます。種類に続いて，それぞれの領域
の「＜ガーベージコレクション前の領域長＞ ->＜ガーベージコレクション後の領域長＞
（＜確保済み領域サイズ＞）」が出力されます。

以降に，フルガーベージコレクションが発生した場合の拡張 verbosegc情報の出力例を
示します。拡張 verbosegc情報には，ほかにもガーベージコレクションの発生要因や GC
スレッドの CPU時間も出力されます。

拡張 verbosegc情報の出力形式の詳細，およびそれぞれのオプションの詳細については，
マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」
の「19.　JavaVM起動オプション」を参照してください。
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7.9.2　フルガーベージコレクション発生時の拡張 verbosegc
情報の出力例

ここでは，フルガーベージコレクションの発生時の拡張 verbosegc情報の出力例を示し
ます。

（1） New領域（Eden領域と Survivor領域の合計）で使用しているメモリサ
イズが Tenured領域の最大値に対する未使用メモリサイズを上回った場
合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

この出力例からは，次のことがわかります。

• New領域で使用しているメモリサイズ（3440K+58K=3498K）が，Tenured領域の最
大値に対する未使用メモリサイズ（29184K-27282K=1902K）を上回りました。

• フルガーベージコレクションの要因は，オブジェクトの割り付け失敗です。

（2） アロケーションしたいメモリサイズ（newで作成する Javaオブジェクト
のサイズ）が Tenured領域の未使用メモリサイズを上回る場合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[GC 27340K->27340K(32704K), 0.0432900 
secs][DefNew::Eden: 3440K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 
58K->58K(64K)][Tenured: 23841K->27282K(29184K)][Perm: 
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 
secs]

[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[Full GC 30780K->30780K(32704K), 0.2070500 
secs][DefNew::Eden: 3440K3440K3440K3440K->1602K(3456K)][DefNew::Survivor: 
58K58K58K58K->0K(64K)][Tenured: 27282K27282K27282K27282K->29178K(29184K29184K29184K29184K)][Perm: 
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 
secs]

…

…
[VGC]<Wed May 11 23:53:18 2005>[GC 28499K->28490K(32704K), 0.0540590 
secs][DefNew::Eden: 808K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 64K->62K(64K)][Tenured: 
27626K->28428K(29184K)][Perm: 1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]

[VGC]<Wed May 11 23:53:18 2005>[Full GC 28490K->8959K(32704K), 0.1510380 
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 62K->0K(64K)][Tenured: 

28428K28428K28428K28428K->8959K(29184K29184K29184K29184K)][Perm: 1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFail][User: 
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]

…
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この出力例からは，次のことがわかります。

• Tenured領域の未使用メモリサイズ（29184K-28428K=756K）を上回るメモリサイズ
の Javaオブジェクトを，newで作成しようとしました。

• フルガーベージコレクションの要因は，オブジェクトの割り付け失敗です。

（3） コピーガーベージコレクション実施の結果，確保済み Tenured領域の未
使用メモリサイズが 10,000バイトを下回った場合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

この出力例からは，次のことがわかります。

• 1行目のコピーガーベージコレクションで New領域から Tenured領域にオブジェク
トが移動したことによって，Tenured領域の使用済みメモリサイズが 10,511キロバイ
トから 14,906キロバイトに増加しました。これによって，確保済み Tenured領域の
未使用メモリサイズが 14,912キロバイト -14,906キロバイト =6キロバイトとなり，
10,000バイト（約 10キロバイト）を下回りました。

• 1行目のコピーガーベージコレクションの原因は，オブジェクトの割り付け失敗です。
1行目のコピーガーベージコレクションと 2行目のフルガーベージコレクションは，
Javaプログラムに制御が戻る前に連続して発生します。

（4） コピーガーベージコレクション実施時の Tenured領域へのオブジェクト
の移動によって，確保済み Tenured領域の拡張が発生した場合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

…
[VGC]<Fri May 25 15:21:33 2007>[GC 15436K->15416K(19840K), 0.0111825 
secs][DefNew::Eden: 4413K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 
512K->509K(512K)][Tenured: 10511K10511K10511K10511K->14906K14906K14906K14906K(14912K14912K14912K14912K)][Perm: 
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFail][User: 0.0000000 secs][Sys: 0.0000000 
secs]

[VGC]<Fri May 25 15:21:33 2007>[Full GC 15416K->8622K(19840K), 0.0284614 
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 509K->0K(512K)][Tenured: 
14906K->8622K(14912K)][Perm: 1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User: 
0.0312500 secs][Sys: 0.0000000 secs]

…
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この出力例からは，次のことがわかります。

• 2行目のコピーガーベージコレクションで New領域から Tenured領域へのオブジェ
クトが移動したことによって，Tenured領域が最低でも 14,026キロバイト以上必要
になりました。このため，確保済み Tenured領域サイズが 10,944キロバイトから
14,144キロバイトに拡張されました。

• 2行目のコピーガーベージコレクションの原因は，オブジェクトの割り付け失敗です。
2行目のコピーガーベージコレクションと 3行目のフルガーベージコレクションは，
Javaプログラムに制御が戻る前に連続して発生します。

（5） アプリケーション内で java.lang.System.gc()メソッドが実行された場合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

この出力例からは，次のことがわかります。

• フルガーベージコレクションの要因は，J2EEアプリケーション内またはバッチアプ
リケーション内での java.lang.System.gc()メソッド呼び出しです。

（6） Permanent領域にアロケーションしたいメモリサイズが確保済み
Permanent領域の未使用メモリサイズを上回る場合

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

…
[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[GC 12745K->10151K(15872K), 0.0048346 
secs][DefNew::Eden: 4416K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 
137K->512K(512K)][Tenured: 8192K->9639K(10944K10944K10944K10944K)][Perm: 
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0000000 
secs]

[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[GC 14563K->14536K(19072K), 0.0104957 
secs][DefNew::Eden: 4412K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 
512K->510K(512K)][Tenured: 9639K->14026K14026K14026K14026K(14144K14144K14144K14144K)][Perm: 
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFailObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0000000 
secs]

[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[Full GC 14536K->8610K(19072K), 0.0287254 
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 510K->0K(512K)][Tenured: 
14026K->8610K(14144K)][Perm: 1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User: 
0.0312500 secs][Sys: 0.0000000 secs]

…

…
[VGC]<Mon Apr 18 20:36:29 2005>[Full GC 330K->150K(3520K), 0.0387690 
secs][DefNew::Eden: 330K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured: 
0K->150K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:System.gcSystem.gcSystem.gcSystem.gc][User: 0.0156250 
secs][Sys: 0.0312500 secs]

…
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この出力例からは，次のことがわかります。

• Permanent領域にアロケーションしようとしたメモリサイズが，確保済み
Permanent領域の未使用メモリサイズ（20480K-20479K=1K）を上回りました。

• フルガーベージコレクションの要因は，Permanentヒープの割り付け失敗です。

（7） javagcコマンドを実行した場合の出力例

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

この出力例からは，次のことがわかります。

• フルガーベージコレクションの要因は，javagcコマンド実行です。

（8） jheapprofコマンドを実行した場合の出力例

拡張 verbosegc情報の出力例を次に示します。太字太字太字太字の部分がフルガーベージコレクショ
ン発生の要因を示す個所です。

この出力例からは，次のことがわかります。

• フルガーベージコレクションの要因は，jheapprofコマンド実行です。

…
[VGC]<Mon Apr 18 20:36:29 2005>[Full GC 57051K->25121K(129792K), 0.5531230 
secs][DefNew::Eden: 40943K->0K(41088K)][DefNew::Survivor: 
1280K->0K(1280K)][Tenured: 14827K->25121K(87424K)][Perm: 

20479K20479K20479K20479K->20479K(20480K20480K20480K20480K)][cause:PermAllocFailPermAllocFailPermAllocFailPermAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 
0.0312500 secs]

…

…
[VGC]<Mon Apr 18 21:46:50 2005>[Full GC 369K->189K(3520K), 0.0403010 
secs][DefNew::Eden: 369K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured: 
0K->189K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:JavaGC CommandJavaGC CommandJavaGC CommandJavaGC Command][User: 
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]

…

…
[VGC]<Mon Apr 18 21:46:50 2005>[Full GC 369K->189K(3520K), 0.0403010 
secs][DefNew::Eden: 369K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured: 
0K->189K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:JHeapProf Command][User: 
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]

…
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7.10　Explicitヒープのチューニング

ここでは，Explicitヒープのチューニングについて説明します。

7.10.1　Explicitヒープのメモリサイズの見積もり（J2EE
サーバが使用するメモリサイズの見積もり）

Explicitヒープをチューニングする前提として，明示管理ヒープ機能を使用するための
設定が必要です。明示管理ヒープ機能は，JavaVMの起動オプションとして
-XX:+HitachiUseExplicitMemoryが指定されている場合に有効になります。J2EEサー
バの場合，明示管理ヒープ機能はデフォルトで使用される設定になっています。また，
Tenured領域のメモリサイズ増加の要因となるオブジェクトが Explicitヒープに配置さ
れるように設定されています。このため，J2EEサーバが配置するオブジェクトに必要な
Explicitヒープのメモリサイズを必ず見積もってください。

明示管理ヒープ機能は，Explicitヒープのメモリサイズを適切に見積もった上で使用し
ないと，効果が出ません。

J2EEサーバでは，Tenured領域のメモリサイズ増加の要因になる，次のオブジェクト
を Explicitヒープに配置します。

●リダイレクタとの通信用オブジェクト

● HTTPセッションに関するオブジェクト

リダイレクタとの通信用オブジェクトが利用する Explicitヒープのメモリサイズは，定
義ファイルでの設定値から算出できます。見積もり方法については，「7.10.2　リダイレ
クタとの通信用オブジェクトで利用するメモリサイズ」を参照してください。

HTTPセッションに関するオブジェクトが利用する Explicitヒープのメモリサイズは，
実際にアプリケーションを動作させて情報を取得した上で見積もります。見積もり方法
については，「7.10.3　HTTPセッションに関するオブジェクトで利用するメモリサイ
ズ」を参照してください。

7.10.2　リダイレクタとの通信用オブジェクトで利用するメ
モリサイズ

リダイレクタとの通信用オブジェクトで利用する Explicitヒープのメモリサイズは，次
の式で見積もります。

　
リダイレクタとの通信用オブジェクトで利用するExplicitヒープのメモリサイズ
=1コネクションで使用するメモリサイズ※×リダイレクタとのコネクション数
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注※
1コネクションで使用するメモリサイズは，明示管理ヒープの自動配置機能の使用
の有無によって異なります。明示管理ヒープの自動配置機能の使用の有無による 1
コネクションで使用するメモリサイズを次に示します。

表 7-3　明示管理ヒープの自動配置機能の使用の有無による 1コネクションで使用するメ
モリサイズ

（凡例）
○：明示管理ヒープの自動配置機能を使用する。
×：明示管理ヒープの自動配置機能を使用しない。

WebサーバとWebコンテナが 1：1のシステム構成では，「リダイレクタとのコネクショ
ン数」として，Webサーバで設定する最大接続数を使用してください。

最大接続数の設定個所は，Webサーバおよび使用する OSの種類によって異なります。
設定個所を次の表に示します。

表 7-4　最大接続数の設定個所

7.10.3　HTTPセッションに関するオブジェクトで利用する
メモリサイズ

ここでは，HTTPセッションに関するオブジェクトで利用するメモリサイズの見積もり
について説明します。

項番 明示管理ヒープの自動配置機能使用の有無 1コネクションで使用するメモリサイズ

1 ○ 144キロバイト

2 × 128キロバイト

Webサーバ OS 設定個所

Hitachi Web Server Windows httpsd.conf（Hitachi Web Server定義ファイル）の
ThreadsPerChildディレクティブ

UNIX httpsd.conf（Hitachi Web Server定義ファイル）の
MaxClientsディレクティブ

Microsoft IIS Windows Webサイトのプロパティの「パフォーマンス」タブ
で設定する「最大接続数」
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！！！！ 注意事項
 

なお，HTTPセッションで利用する Explicitヒープの省メモリ化機能を使用する場合，この
手順での見積もりはできません。HTTPセッションで利用する Explicitヒープの省メモリ化
機能を使用する場合は，「7.10.5 稼働情報による見積もり」で示す手順でメモリサイズを見
積もってください。

HTTPセッションに関するオブジェクトで利用する Explicitヒープのメモリサイズは，
次の式で見積もります。

HTTPセッションで利用する Explicitヒープのメモリサイズは，次の式で見積もります。

HTTPセッションのために，Webコンテナ内部で利用する Explicitヒープ領域のメモリ
サイズは，次の式で見積もります。

注※ 1
1セッションで使用するメモリサイズは，Explicitメモリブロック 1個のサイズに相
当します。Explicitメモリブロック 1個のサイズは，実際にアプリケーションを動
作させて，Explicitヒープの使用状況を確認しながら見積もります。なお，Explicit
メモリブロックの最小サイズは，明示管理ヒープの自動配置機能の使用の有無に
よって異なります。明示管理ヒープの自動配置機能の使用の有無による Explicitメ
モリブロックの最小サイズを次に示します。

表 7-5　明示管理ヒープの自動配置機能の使用の有無による Explicitメモリブロックの最
小サイズ

　
HTTPセッションに関するオブジェクトで利用するExplicitヒープのメモリサイズ
= HTTPセッションで利用するExplicitヒープのメモリサイズ
 + Webコンテナ内部で利用するExplicitヒープ領域のメモリサイズ
　

　
HTTPセッションで利用するExplicitヒープのメモリサイズ
= 1セッションで使用するメモリサイズ※1×システムで必要なセッション数
　

　
Webコンテナ内部で利用するExplicitヒープ領域のメモリサイズ
= HTTPセッション管理用オブジェクトのサイズ※2×（Webアプリケーションの数※3 + 2）
　

項番 明示管理ヒープの自動配置機能使用の有無 Explicitメモリブロックの最小サイズ

1 ○ 16キロバイト

2 × 64キロバイト
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（凡例）
○：明示管理ヒープの自動配置機能を使用する。
×：明示管理ヒープの自動配置機能を使用しない。
なお，Explicitメモリブロックは 64キロバイト単位で拡張されます。そのため，実
際は「Explicitメモリブロック 1個のサイズ≧ 1セッションで使用するメモリサイ
ズ」となります。また，明示管理ヒープの自動配置機能を使用する場合は，さらに
16キロバイトを加算して見積もってください。

注※ 2
HTTPセッション管理用オブジェクトのサイズは表 7-5に示す Explicitメモリブ
ロックの最小サイズです。

注※ 3
「Webアプリケーションの数」は，開始しているWebアプリケーションの個数を表
します。

（1） 見積もり手順

見積もり手順を示します。

1. リダイレクタとの通信用オブジェクトを Explicitヒープに配置しないように J2EE
サーバの設定を変更します。
J2EEサーバの設定は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EEサーバの J2EEサーバ用
ユーザプロパティを設定するパラメタに設定してください。設定値を次に示します。

param-name指定値
ejbserver.server.eheap.ajp13.enabled

param-value指定値
false

2. HTTPセッションを作成するアプリケーションを開始して，セッション破棄（ログア
ウトなど）の直前まで処理を実行します。

3. javagcコマンドを実行して，フルガーベージコレクションを発生させます。

4. 明示管理ヒープ機能のイベントログに出力されたフルガーベージコレクション実行後
の情報を確認します。
明示管理ヒープ機能のイベントログは，JavaVMの起動オプションである
-XX:HitachiExplicitMemoryJavaLogオプションで指定したファイルまたはディレク
トリに出力されます。デフォルトの出力先は，次のとおりです。

Windowsの場合
<Cosminexusインストールディレクトリ >¥CC¥server¥public¥ejb¥<J2EE
サーバ名 >¥logs¥ehjavalog[n].log

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/CC/server/public/ejb/<J2EEサーバ名 >/logs/ehjavalog[n].log
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ここでは，一連の業務で必要な Explicitヒープの利用サイズと Explicitメモリブロッ
クの個数を確認します。
メモリサイズ算出時には，イベントログの出力項目のうち，次の項目を確認します。
• Explicitヒープの確保済みサイズ
• Explicitメモリブロックの個数

明示管理ヒープ機能のイベントログの内容については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「5.11　明示管理ヒープ機能
のイベントログの内容」を参照してください。これらの項目は，ガーベージコレク
ション発生時に出力される，Explicitヒープ利用状況に含まれます。

5. 手順 4.で確認した内容を基に，Explicitメモリブロック 1個のサイズを算出します。
次の式で算出できます。

Explicitメモリブロック 1個のサイズは，1セッションで使用するメモリサイズに相
当します。

6. 手順 5.で算出した値に，業務で必要になるセッション数を掛け，HTTPセッションで
使用する Explicitヒープの合計メモリサイズを算出します。

（2） 見積もり例

ここでは，明示管理ヒープ機能のイベントログの出力例を基に，見積もり例を示します。
明示管理ヒープ機能のイベントログの出力例を次に示します。

明示管理ヒープ機能のイベントログの出力例

この例では，Explicitヒープの確保済みサイズは 12,800キロバイト，Explicitメモリブ
ロックの個数は 200個と出力されています。この値を「(1)見積もり手順」の手順 5.で
示した式に当てはめると，次のようになります。

Explicitメモリブロックサイズの見積もり例
Explicitメモリブロック1個のサイズ
=Explicitヒープの確保済みサイズ（12,800キロバイト）/Explicitメモリブ
ロックの個数（200）
=64キロバイト

これに業務で想定するセッション数を掛けた値が，HTTPセッションで使用する
Explicitヒープの合計メモリサイズになります。

　
Explicitメモリブロック１個のサイズ
=Explicitヒープの確保済みサイズ／Explicitメモリブロックの個数
　

 
[ENS]<Thu Oct 21 14:55:50 2007>[EH: 12672K->12800K(12800K/65536K)][E/F/D: 
200/0/0][cause:GC][CF: 0]
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7.10.4　明示管理ヒープ機能利用によるメモリサイズの見積
もりへの影響

アプリケーションサーバの機能の中には，その機能を使用するかどうかで Explicitヒー
プ領域のメモリサイズに影響が出るものがあります。機能利用の有無による見積もりへ
の影響について表に示します。

表 7-6　機能利用の有無による見積もりへの影響

7.10.5　稼働情報による見積もり
J2EEサーバのテストを実施する場合，または運用開始後の J2EEサーバによる実際の
Explicitヒープ使用状況は，稼働情報で確認できます。ここでは，稼働情報による確認
手順について説明します。

稼働情報の出力内容，出力するための設定，および稼働情報ファイルの出力先について

項
番

機能 機能利用の有無による Explicitヒープ領
域の違い

見積もりへの影
響

1 明示管理ヒープの自動解放機能
（-XX:+HitachiExplicitMemoryAu
toReclaimオプション）

有効な場合
Explicitヒープ領域の中で「Java
ヒープの Survivor領域のサイズ×
2」の領域を JavaVMが使用しま
す。

無効な場合
JavaVMは Explicitヒープ領域を
使用しません。

機能が有効な場
合の最終的な
Explicitヒープ
領域の見積もり
サイズは，稼働
情報から算出し
た見積もりサイ
ズに「Java
ヒープの
Survivor領域
のサイズ× 2」
を加算した値と
なります。

2 明示管理ヒープの自動配置機能
（-XX:+HitachiAutoExplicitMemo
ryオプション）

有効な場合
Explicitメモリブロックの最小サイ
ズが 16キロバイトになります。

無効な場合
Explicitメモリブロックの最小サイ
ズが 64キロバイトになります。

また，見積もりには影響しませんが，機
能の有効・無効によって Explicitヒープ
領域の確保方法が変わります。
有効な場合

プロセス起動時に
-XX:HitachiExplicitHeapMaxSize
オプションで指定したサイズのメモ
リを確保します。

無効な場合
Explicitメモリブロック取得時に，
必要なだけのメモリサイズを確保し
ます。

機能の有効・無
効によって，稼
働情報に出力さ
れる Explicit
ヒープサイズに
関する情報が異
なります。
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は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」
の「3.3　稼働情報ファイルの出力機能」を参照してください。

（1） 稼働情報を使用した見積もりの考え方

稼働情報を使用した見積もりでは，システムに必要な Explicitヒープ領域のメモリサイ
ズは次のようになります。

1. HTTPセッションで使用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ
2. 1.の領域を除いた，内部（コンテナ）で使用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ
3. アプリケーションおよび JavaVMで使用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ
4. JavaVMが Explicitメモリブロックを管理するために使用する Explicitヒープ領域の
メモリサイズ（Javaヒープの Survivor領域のサイズ× 2）

1.～ 3.のメモリサイズは，稼働情報で確認できます。4.は，明示管理ヒープの自動解放
機能が有効な場合に，「Javaヒープの Survivor領域のサイズ× 2」のメモリサイズを使
用します。

1.～ 3.で示す各 Explicitヒープ領域を使用するものの例を表で示します。なお，1.～ 3.
は表中の項番 1～ 3に対応しています。

表 7-7　Explicitヒープ領域を使用するものの具体例

（2） 見積もりに使用する稼働情報取得時の注意

見積もりに使用する稼働情報は，本番環境，または本番環境と同等の環境で取得してく
ださい。

次に示す項目が本番環境と異なる場合は，稼働情報を使って適切なメモリサイズを見積
もることはできません。

• 各定義ファイルに設定するプロパティ，およびオプションに指定する値
• サーバに登録されているWebアプリケーションの数
• リダイレクタとのコネクションの数
• 業務アプリケーションが処理するデータのサイズ
• 一定時間内に処理するデータの数

また，見積もりのために稼働情報を取得する場合，Explicitヒープ領域を使い切った状

項番 Explicitヒープ領域 Explicitヒープ領域を使用するものの具体例

1 HTTPセッションで使用す
る Explicitヒープ領域

HTTPセッション

2 コンテナで使用する Explicit
ヒープ領域

• リダイレクタとの通信用オブジェクト
• HTTPセッション管理用オブジェクト

3 アプリケーションおよび
JavaVMで使用する Explicit
ヒープ領域

• アプリケーション
• JavaVM
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態にならないよう Explicitヒープ領域サイズの最大値を設定するオプションを指定して
ください。

Explicitヒープ領域の最大サイズが不十分な状態で稼働情報を取得した場合，Explicit
ヒープ領域を使い切った状態になるおそれがあります。Explicitヒープ領域を使い切っ
た状態で取得した稼働情報では，適切な見積もりはできません。Explicitヒープ領域を
使い切った状態かどうかは，稼働情報の EHeapSize.HighWaterMarkの値が，Explicit
ヒープ領域の最大サイズの値と同じ値になっているかどうかで確認できます。稼働情報
の EHeapSize.HighWaterMarkの値と Explicitヒープ領域の最大サイズの値が同じだっ
た場合，Explicitヒープ領域を使い切っている状態となります。

（3） 見積もり方法

稼働情報を基にした見積もり方法を次に示します。

（a）HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

HTTPセッションで利用するメモリサイズは，「7.10.3　HTTPセッションに関するオブ
ジェクトで利用するメモリサイズ」で示したHTTPセッションで利用する Explicitヒー
プのメモリサイズの式で求めます。このとき，式に含まれる「1セッションで使用するメ
モリサイズ」を稼働情報で確認できます。

1セッションで使用するメモリサイズは，稼働情報に出力された「Explicitメモリブロッ
クの最大サイズ」に該当します。「Explicitメモリブロックの最大サイズ」には，稼働情
報収集間隔の間に解放された Explicitメモリブロックのうち，最大のものの利用済みサ
イズが出力されます。そのため，Explicitヒープを見積もる際は，64キロバイト単位で
切り上げて見積もってください。さらに，明示管理ヒープの自動配置機能を使用する場
合は，16キロバイトを加算して見積もってください。

また，見積もりをする際は，次に示す値を参考にしてください。なお，システムで必要
なセッション数は，「Explicitメモリブロックの個数」に該当します。

• HTTPセッションで取得した Explicitメモリブロックの最大サイズ
（HTTPSessionEMemoryBlockMaxSize.HighWaterMarkの値）
• HTTPセッションで取得した Explicitメモリブロックの個数
（HTTPSessionEMemoryBlockCount.HighWaterMarkの値）

（b）コンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

コンテナで使用する Explicitヒープ領域のメモリサイズは，稼働情報の「コンテナで利
用する Explicitヒープサイズ」が該当します。見積もりに使用する稼働情報は取得した
値の中で最大値（ContainerEHeapSize.HighWaterMarkの値）を使用してください。

（c）アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズは，稼
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働情報の「アプリケーションで利用する Explicitヒープサイズ」の値が該当します。見
積もりに使用する稼働情報は取得した値の中で最大値
（ApplicationEHeapSize.HighWaterMark）を使用してください。

（4） 稼働情報の確認手順

稼働情報の確認手順について説明します。ここでは，(3)による稼働情報の見積もり式を
例に説明します。なお，稼働情報ファイルの出力内容については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「3.3　稼働情
報ファイルの出力機能」を参照してください。

見積もり式

それぞれの値の確認方法について説明します。

（a）HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズは，JavaVMの稼働情
報ファイルに出力される HTTPSessionEMemoryBlockMaxSize.HighWaterMark，およ
び HTTPSessionEMemoryBlockCount.HighWaterMarkの値を使って確認します。

HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズの稼働情報の出力例を
次の図に示します。

　
必要なExplicitヒープ領域のメモリサイズ
＝(HTTPSessionEMemoryBlockMaxSize.HighWaterMarkを64キロバイト単位に切り上げた値
×HTTPSessionEMemoryBlockCount.HighWaterMark)
＋ContainerEHeapSize.HighWaterMark 
＋ApplicationEHeapSize.HighWaterMark 
＋JavaヒープのSurvivor領域のサイズ 
×2(明示管理ヒープ自動解放機能が有効な場合だけ)
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図 7-13　HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズの稼働情報の出
力例

HTTPSessionEMemoryBlockMaxSize.HighWaterMarkの最大値は，図中 1.で示して
いる 11:00:31に取得した 410472バイト（400.85キロバイト）です。

この値を 64キロバイト単位に切り上げると，448キロバイトとなります。
HTTPSessionEMemoryBlockCount.HighWaterMarkの最大値は図中 2.で示している
11:04:31に取得した 57です。

これら二つの値を掛け合わせた値が，HTTPセッションで利用する Explicitヒープ領域
のメモリサイズとなります。

（b）コンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

コンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズは，JavaVMの稼働情報ファイ
ルに出力される ContainerEHeapSize.HighWaterMarkの値を使って確認します。

コンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズの稼働情報の出力例を次の図に
示します。
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図 7-14　コンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズの稼働情報の出力例

ContainerEHeapSize.HighWaterMarkの最大値は図中 1.で示している 10:50:31以降に
取得している 6815744バイト（6656キロバイト）です。

これがコンテナで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズとなります。

（c）アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズ

アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズは
JavaVMの稼働情報ファイルに出力される ApplicationEHeapSize.HighWaterMarkの
値を使って確認します。

アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイズの稼働
情報の出力例を次の図に示します。
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図 7-15　アプリケーションおよび JavaVMで利用する Explicitヒープ領域のメモリサイ
ズの稼働情報の出力例

ApplicationEHeapSize.HighWaterMarkの最大値は図中 1.で示している 10:53:31に取
得した 2424832バイト（2368キロバイト）です。

（d）必要な Explicitヒープ領域のメモリサイズ

(a)～ (c)で示した稼働情報から求められる，必要な Explicitヒープ領域のメモリサイズ
は次のようになります。

明示管理ヒープの自動配置設定ファイルを使用する場合，「Javaヒープの Survivor領域
のサイズ× 2」を足した値が，最終的な Explicitヒープ領域の見積もりサイズとなりま
す。

448(キロバイト)× 57 ＋ 6656(キロバイト) ＋ 2368(キロバイト) 
＝ 34560(キロバイト)≒ 34メガバイト
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7.11　アプリケーションで明示管理ヒープ機能
を使用する場合のメモリサイズの見積もり

ユーザが作成したアプリケーションに Tenured領域のメモリサイズ増加の要因になって
いるオブジェクトがある場合，該当するオブジェクトを Explicitヒープに配置できます。
ここでは，アプリケーションで明示管理ヒープ機能を使用する場合のメモリサイズの見
積もりについて説明します。

ポイント
 

この節の説明は，J2EEサーバを含めた，JavaVM上で動作するすべての Javaアプリケー
ションに該当します。ただし，J2EEサーバで使用する Explicitヒープだけを使用する場
合，必ず読む必要はありません。必要に応じて参照してください。

7.11.1　アプリケーションで明示管理ヒープ機能を使用する
かどうかの検討

Javaヒープのチューニングおよび「7.10.1　Explicitヒープのメモリサイズの見積もり
（J2EEサーバが使用するメモリサイズの見積もり）」の手順を実施してもフルガーベージ
コレクションが頻発する場合は，アプリケーションでの明示管理ヒープ機能の使用を検
討します。

まず，フルガーベージコレクションの発生要因となっているオブジェクトを調査します。
特定のオブジェクトを Explicitヒープに配置することでフルガーベージコレクション発
生を抑止できる場合は，明示管理ヒープ機能を適用します。

ただし，Explicitヒープに配置するオブジェクトは，ライフサイクルが既知であること
が必要です。オブジェクトの生成のタイミングおよびオブジェクトが不要になるタイミ
ングが Javaプログラム上で明確な場合に，適用を検討してください。

明示管理ヒープ機能を適用するためには，自動配置設定ファイル，または明示管理ヒー
プ機能 APIを使用します。明示管理ヒープ機能を使用したフルガーベージコレクション
の抑止については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 拡張
編」の「8.　明示管理ヒープ機能を使用したフルガーベージコレクションの抑止」を参照
してください。

7.11.2　見積もりの考え方
アプリケーションが利用する Explicitヒープのメモリサイズは，運用開始前に見積もり
ます。実際にアプリケーションを動作させた上で，明示管理ヒープ機能のイベントログ
を確認して見積もります。見積もり方法については，「7.11.3　アプリケーションが使用
するメモリサイズ」を参照してください。
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アプリケーション開発中および運用開始後に Explicitヒープの使用状況などを調査する
場合は，日立 JavaVMログファイルや Java APIを使用します。開発中や運用開始後の
調査の手順については，「7.11.4　アプリケーション開発・運用時の確認・調査」を参照
してください。

参考
 

メモリサイズの見積もりに利用できる情報は，稼働情報にも出力されます。稼働情報を利用
したメモリサイズのチューニングについては「7.10.5　稼働情報による見積もり」を参照し
てください。
なお，ここでは稼働情報に出力される項目と，スレッドダンプに出力される項目の対応につ
いても説明します。

7.11.3　アプリケーションが使用するメモリサイズ
運用を開始する前に，アプリケーションが使用する Explicitヒープのメモリサイズを見
積もり，-XX:HitachiExplicitHeapMaxSizeオプションに設定します。

メモリサイズは，実際に明示管理ヒープ機能を実装したアプリケーションを動作させて
テストを実行し，出力されたログを確認して見積もります。見積もった値を，本番で使
用する実行環境の -XX:HitachiExplicitHeapMaxSizeオプションに設定します。

ここでは，テストを実行する環境に応じた 2種類の見積もり方法について説明します。

どちらの方法でテストを実行する場合も，次のことが前提になります。

見積もりの前提
• Explicitヒープの最大サイズを十分に大きく設定してテストを実行してください。
• -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションには「none」以外を設定してく
ださい。

見積もりで使用するイベントログの出力項目については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「5.11　明示管理ヒープ機能の
イベントログの内容」を参照してください。

（1） 本番環境と同等の環境でテストを実行できる場合

本番環境と同等の環境でテストを実行できる場合，イベントログに出力された Explicit
ヒープの確保済みメモリサイズの最大値を Explicitヒープのメモリサイズとします。

確認手順を示します。

1. テスト用の環境でアプリケーションを一とおり実行します。
アプリケーション実行中にガーベージコレクションが発生した時に，明示管理ヒープ
機能のイベントログが出力されます。

2. 出力されたイベントログのすべてのレコード（行）のうち，Explicitヒープの確保済
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みメモリサイズ（<EH_TOTAL>）が最大の値を確認します。

この値を，Explicitメモリヒープのメモリサイズとしてください。

（2） 本番環境よりも小さなスケールの環境でテストを実行する場合

本番環境よりも小さなスケールの環境でテストを実行する場合，本番環境で必要なメモ
リサイズは次の式で見積もります。

注※
自動配置機能が有効な場合に「Survivor領域サイズ × 2」を加算します。

確認手順を示します。

1. テスト用の環境でアプリケーションを一とおり実行します。
アプリケーション実行中にガーベージコレクションが発生した時に，明示管理ヒープ
機能のイベントログが出力されます。

2. 出力されたイベントログのすべてのレコード（行）のうち，Explicitヒープの確保済
みメモリサイズ（<EH_TOTAL>）が最大の値を確認します。また，同じレコードに出
力されている有効な Explicitメモリブロックの数（<AC_NUM>と <DA_NUM>の合
計）を確認します。

3. 2.で確認した <EH_TOTAL>の値を（<AC_NUM>+<DA_NUM>）で割ります。
Explicitメモリブロック一つ当たりのおおよそのサイズを算出できます。

4. 3.で算出した値に，本番環境で予測される最大の Explicitメモリブロック数を掛けま
す。

注
この方法は，開発環境と本番環境での Explicitメモリブロックの一つ当たりのサイ
ズが同じであり，数だけが異なる場合に適用できます。
また，Explicitヒープを複数の用途に利用している場合，用途ごと（見積もり対象
の用途以外の Explicitメモリブロックを利用しない状態）で確認する必要がありま
す。

ポイント
 

スレッドダンプに出力される項目，および稼働情報に出力される項目の対応を次の表に示し
ます。

　
本番環境でのExplicitヒープサイズ
= (Explicitヒープの最大サイズ)/(Explicitメモリブロックの数) × 本番環境でのExplicitメモ
リブロック数
+ Survivor領域サイズ × 2※
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表 7-8　スレッドダンプおよび稼働情報の出力項目の対応

　

7.11.4　アプリケーション開発・運用時の確認・調査
次のような場合には，ログに出力された内容や APIで取得した内容を基に，メモリサイ
ズをチューニングします。

• アプリケーション開発中にテストを実行する場合
• 運用を開始したあとでチューニングを実行する場合
• 運用を開始したあとで問題が発生したときに対処する場合

これらの場合に必要な確認・調査方法について説明します。

（1） Explicitヒープのある時点での利用状況（スナップショット）の調査

Explicitヒープのある時点での利用状況（スナップショット）を調査する方法には，ス
レッドダンプを確認する方法と，Java APIで情報を取得する方法があります。

●スレッドダンプを確認する方法
cjdumpsvコマンドを実行すると，任意のタイミングでスレッドダンプを出力できま
す。スレッドダンプには，Explicitヒープおよび各 Explicitメモリブロックの利用状
況が出力されます。
出力例を次に示します。

太字太字太字太字の部分が，Explicitヒープおよび個別の Explicitメモリブロックの利用状況です。
この例の場合，Explicitヒープの最大サイズは 65,536キロバイト，確保済み Explicit
ヒープサイズは 21,376キロバイトです。また，「EJBMgrData」という名称の
Explicitメモリブロックのメモリ確保済みサイズは 21,376キロバイト，利用済みサイ
ズは 20,480キロバイトであることがわかります。

スレッドダンプの出力項目 稼働情報の出力項目 出力内容

<EH_TOTAL> EHeapSize Explicitヒープの確保済みメモ
リサイズ

<AC_NUM> + <DA_NUM> EMemoryBlockCount 同じレコードに出力されている
有効な Explicitメモリブロック
の数

　
Explicit Heap Status
--------------------
 max 65536K, total 21376K, used 20480K, garbage 1234K (31.2% used/max, 95.8% 
used/total, 6.0% garbage/used), 1 spaces exist
 Explicit Memories(0x12345678)
  "EJBMgrData" eid=1(0x02f25610)/R, total 21376K, used 20480K, garbage 1234K 
(95.8% used/total, 6.0% garbage/used, 0 blocks) Enable
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● Java APIで情報を取得する方法
日立の JavaVMの Java APIを使用して，Explicitヒープおよび Explicitメモリブ
ロックの利用状況を取得できます。次に示す APIを使用してアプリケーションを実装
することで，任意の処理のタイミングで情報を取得できます。

Explicitヒープの利用状況を取得するメソッド
JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.getMemoryUsage()

Explicitメモリブロック利用状況を取得するメソッド
JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.freeMemory()
JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.totalMemory()
JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.usedMemory()

（2） 利用状況の推移の調査

Explicitヒープの利用状況の推移を調査する方法には，明示管理ヒープ機能のイベント
ログを確認する方法と，Java APIで情報を取得する方法があります。Java APIを使用
する方法については，「(1)　Explicitヒープのある時点での利用状況（スナップショッ
ト）の調査」で示した APIを使用します。

ここでは，明示管理ヒープ機能のイベントログを使用した調査方法について説明します。

（a）Explicitヒープの利用状況の推移

JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「normal」を指定しま
す。これによって，次のタイミングで Explicitヒープの利用状況が出力されます。

• Explicitメモリブロックの解放時
• ガーベージコレクション発生時（定期的）

また，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指
定すると，「normal」で出力されるタイミングに加えて，次のタイミングで Explicit
ヒープの利用状況が出力されるようになります。

• ExplicitMemory.newInstanceメソッドなどによる Explicitメモリブロックへのオブ
ジェクト生成時

出力例を次に示します。

太字太字太字太字で示した「EH:」で始まる部分が，Explicitヒープの利用状況を示します。ログに出
力された内容のうち，Explicitヒープの利用状況を示す行には，必ず太字太字太字太字に該当する情
報が含まれます。この値をグラフなどに記してプロットすることによって，利用状況の
推移を確認できます。

　
[ENS]<Thu Oct 21 14:55:50 2007>[EH: 12672K->12800K(12800K/65536K)][E/F/D: 200/
0/0][cause:GC][CF: 0]
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なお，利用状況を示すログの先頭は，[ENS]または [EVS]で開始されます。この文字列
でイベントログをフィルタリングすると，利用状況を確認しやすくなります。

（b）Explicitメモリブロックごとの利用状況の推移

JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指定しま
す。これによって，次のタイミングでサイズ変化のあった Explicitメモリブロックの利
用状況が出力されます。

• Explicitメモリブロックへのオブジェクト移動時
• Explicitメモリブロックへのオブジェクト生成時

出力例を示します。

太字太字太字太字で示した部分が，「"REM2"」という名称の一つの Explicitメモリブロックについて
の利用状況を示します。

また，-XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指定した場合，
Explicitメモリブロックの解放時に，解放した Explicitメモリブロックの情報が出力さ
れます。出力例を示します。

太字太字太字太字で示した部分が，解放された「"REM2"」という名称の Explicitメモリブロックの情
報を示しています。「320K」は，解放されたメモリのサイズ（確保済みだった Explicit
メモリブロックのサイズ）です。

これらの値をグラフなどに記してプロットすることによって，Explicitメモリブロック
ごとの利用状況の推移を確認できます。なお，個々の Explicitメモリブロックのサイズ
は，解放するまで単調増加します。

（3） Explicitヒープあふれが発生した場合の確認と対処

Explicitヒープあふれが発生した場合の確認と対処について説明します。

Explicitヒープあふれとは，次の状態を示します。

　
[ENS]<Thu Oct 21 14:55:50 2007>[EH: 11422K->12800K(12800K/65536K)][E/F/D: 200/
0/0][cause:GC][CF: 0]
[EVS]["REM2" eid=2/R: 0K->88K(128K)]["REM3" eid=3/R: 30K->230K(256K)]["REM6" 
eid=6/R: 30K->200K(256K)]¥
["Session1" eid=8/R: 30K->250K(256K)]["Session2" eid=10/R: 30K->250K(256K)]
[EVS]["Session3" eid=12/R: 30K->510K(512K)]
　

　
[ENS]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[EH: 12800K->11776K(11776K/65536K), 0.1129602 
secs][E/F/D: 523/0/0]¥
[DefNew::Eden: 0K->0K(243600K)][DefNew::Survivor: 12K->0K(17400K)][Tenured: 
103400K->103400K(556800K)][cause:Reclaim]
[EVS]["REM2" eid=2/R: 320K]["BEM3" eid=5/B: 320K]["BEM1" eid=7/B: 384K]
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• Explicitヒープを最大サイズまで使い切った状態
• Explicitメモリブロック拡張時に OSからのメモリ確保に失敗する状態

Explicitヒープあふれが発生すると，発生後に領域を拡張しようとした Explicitメモリ
ブロックのサブ状態が，「Enable」から「Disable」に変わります。「Disable」になった
Explicitメモリブロックには，オブジェクトを配置できません。

Explicitヒープあふれが発生しているかどうかは，明示管理ヒープ機能のイベントログ
またはスレッドダンプの内容から調査できます。また，Java APIで取得した情報で確認
することもできます。

Explicitヒープあふれが発生した場合は，次の対処を実施してください。

Explicitヒープあふれが発生した場合の対処

• Explicitヒープの最大サイズを増やす。
-XX:HitachiExplicitHeapMaxSizeオプションの指定を変更します。

• Explicitヒープの最大サイズに達していない状態であふれた場合は，OSからのメモリ
確保可能サイズを増やす。
アプリケーションサーバが利用できるメモリサイズを増やしてください。

• Explicitヒープを大量に消費している原因を取り除く。

ここでは，Explicitヒープあふれが発生しているかどうかの確認方法について説明しま
す。

（a）明示管理ヒープ機能のイベントログの調査

明示管理ヒープ機能のイベントログで調査をするためには，あらかじめ JavaVMの
-XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「normal」を指定しておく必要があ
ります。これによって，ガーベージコレクションが発生するごとに，明示管理ヒープ機
能のイベントログに Explicitメモリブロックの利用状況が出力されるようになります。

出力例を示します。

太字太字太字太字で示した部分が，Explicitメモリブロックの数を示しています。「E」および「D」
は，Explicitメモリブロックのサブ状態である「Enable」および「Disable」を表しま
す。「Disable」の Explicitメモリブロックがある場合は，Explicitヒープあふれが発生
しています。この例の場合は，「Enable」の Explicitメモリブロックが 200個あり，
「Disable」の Explicitメモリブロックはないことがわかります。なお，「Disable」の
Explicitメモリブロックがある場合は，Explicitヒープ最大サイズとの関係を確認してく
ださい。Explicitヒープ最大サイズまでに余裕があるときには，OSからのメモリ確保に
失敗していることが考えられます。

　
[ENS]<Thu Oct 21 14:55:50 2007>[EH: 12672K->12800K(12800K/65536K)][E/F/D: 200/
0/0][cause:GC][CF: 0]
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また，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指
定した場合，Explicitメモリブロックのサブ状態が「Disable」になった要因も出力され
ます。

出力例を示します。

この例は，Explicitヒープあふれが発生した場合の例です。

太字太字太字太字で示した部分のうち，[alloc failed(Disable)]が，Explicitメモリブロックのサブ状
態が「Disable」になった要因を示します。["BasicExplicitMemory-3" eid=3/B: 
128K(0K)/128K]は，「Disable」になった Explicitメモリブロックの情報を示します。ま
た，[EVO][Thread: 0x00035a60]で始まる行は，イベントが発生した時のスタックト
レースを表しています。ただし，ガーベージコレクションによるオブジェクトの移動で
Explicitヒープあふれが発生した場合，スタックトレースは出力されません。

（b）スレッドダンプで出力されたログファイルからの調査

cjdumpsvコマンドなどを使用してスレッドダンプを出力することによって，各 Explicit
メモリブロックのサブ状態を出力できます。

出力例を次に示します。

太字太字太字太字で示した部分が，それぞれの Explicitメモリブロックのサブ状態を表しています。

（c） Javaの APIからの調査

次に示すメソッドを使用して，Explicitメモリブロックのサブ状態を調査できます。

• JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.isActive()

　
[EVO]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[alloc failed(Disable)][EH: 32760K(0K)/32768K/
65536K][E/F/D: 321/0/1][cause:GC]¥
["BasicExplicitMemory-3" eid=3/B: 128K(0K)/128K][Thread: 0x00035a60]
[EVO][Thread: 0x00035a60] at ExplicitMemory.newInstance0(Native Method)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at BasicExplicitMemory.newInstance(Unknown Source)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at AllocTest.test(AllocTest.java:64)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at java.lang.Thread.run(Thread.java:2312)
　

　
Explicit Heap Status
--------------------
 max 65536K, total 21888K, used 20992K, garbage 1288K (32.0% used/max, 95.9% 
used/total, 6.1% garbage/used), 2 spaces exist
 
 Explicit Memories(0x12345678)
 
  "EJBMgrData" eid=1(0x02f25610)/R, total 21376K, used 20480K, garbage 1234K 
(95.8% used/total, 6.0% garbage/used, 0 blocks) Enable
 
  "ExplicitMemory-4" eid=4(0x02f45800)/B, total 512K, used 512K, garbage 54K 
(100.0% used/total, 10.5% garbage/used, 0 blocks) Disable
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• JP.co.Hitachi.soft.jvm.MemoryArea.ExplicitMemory.isReclaimed()

これらのメソッド両方の戻り値が falseの場合，その Explicitメモリブロックのサブ状態
は Disableと判断できます。

（4） Explicitメモリブロックの初期化が失敗した場合の確認と対処

Explicitメモリブロックの初期化が失敗した場合の確認と対処について説明します。

Explicitメモリブロックの数が最大になると，それ以上 Explicitメモリブロックを初期
化できなくなります。

この場合は，Explicitメモリブロックの数を減らしてください。

ここでは，Explicitメモリブロックの初期化が失敗しているかどうかの確認方法につい
て説明します。

（a）明示管理ヒープ機能イベントログからの調査

明示管理ヒープ機能イベントログで調査をするためには，あらかじめ JavaVMの
-XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「normal」を指定しておく必要があ
ります。これによって，ガーベージコレクションが発生するごとに，Explicitメモリブ
ロックの初期化に失敗した回数が明示管理ヒープ機能イベントログに出力されるように
なります

出力例を示します。

太字太字太字太字で示した部分が，前回の出力から今回の出力までの間に Explicitメモリブロックの
初期化に失敗した回数です。この例の場合は，「0」です。初期化失敗が発生していない，
問題のない状態です。

また，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指
定した場合，Explicitメモリブロックの初期化失敗イベントについての情報も出力され
ます。

出力例を示します。

　
[ENS]<Thu Oct 21 14:55:50 2007>[EH: 12672K->12800K(12800K/65536K)][E/F/D: 200/
0/0][cause:GC][CF: 0]
　

　
[EVO]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[Creation failed][EH: 32760K(0K)/32768K/
65536K][E/F/D: 65535/0/0][Thread: 0x00035a60]
[EVO][Thread: 0x00035a60] at ExplicitMemory.registerExplicitMemory(Native 
Method)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at BasicExplicitMemory.<init>(Unknown Source)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at AllocTest.test(AllocTest.java:64)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at java.lang.Thread.run(Thread.java:2312)
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太字太字太字太字で示した部分で，Explicitメモリブロック初期化に失敗したことが確認できます。
また，[EVO][Thread: 0x00035a60]で始まる行は，イベントが発生した時のスタックト
レースを示しています。

さらに，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「debug」を指
定した場合，初期化に失敗したイベント以外の Explicitメモリブロック初期化イベント
の詳細情報が出力されます。Explicitメモリブロック数が一定以上になると，初期化は
失敗します。このため，初期化に失敗する前の初期化イベントの情報が，調査に役立つ
ことがあります。

出力例を次に示します。

太字太字太字太字で示した部分で，Explicitメモリブロック初期化イベントであることが確認できま
す。また，[EDO][Thread: 0x00035a60]で始まる行は，イベントが発生した時のスタッ
クトレースを示しています。

（b）スレッドダンプで出力されたログファイルからの調査

スレッドダンプで出力された情報からは，Explicitメモリブロック初期化失敗の直接要
因は確認できませんが，Explicitメモリブロックの個数は調べられます。

出力例を次に示します。

太字太字太字太字で示した部分が Explicitメモリブロックの個数を示しています。

（c） Javaの APIからの調査

次に示すメソッドを使用して，Explicitメモリブロックの個数を調査できます。

• JP.co.Hitachi.soft.jvm.ExplicitMemory.countExplicitMemories()

　
[EVO]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[Created]["BasicExplicitMemory-2" 
eid=2(0x1234568)/B][Thread: 0x00035a60]
[EDO][Thread: 0x00035a60] at ExplicitMemory.registerExplicitMemory(Native 
Method)
[EDO][Thread: 0x00035a60] at BasicExplicitMemory.<init>(Unknown Source)
[EDO][Thread: 0x00035a60] at AllocTest.test(AllocTest.java:64)
[EVO][Thread: 0x00035a60] at java.lang.Thread.run(Thread.java:2312)
　

　
Explicit Heap Status
--------------------
 max 65536K, total 21888K, used 20992K, garbage 1288K (32.0% used/max, 95.9% 
used/total, 6.1% garbage/used), 2 spaces exist
 
 Explicit Memories(0x12345678)
 
  "EJBMgrData" eid=1(0x02f25610)/R, total 21376K, used 20480K, garbage 1234K 
(95.8% used/total, 6.0% garbage/used, 0 blocks) Enable
 
  "ExplicitMemory-4" eid=4(0x02f45800)/B, total 512K, used 512K, garbage 54K 
(100.0% used/total, 10.5% garbage/used, 0 blocks) Disable
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ただし，この APIでは，Explicitメモリブロック初期化失敗の直接の要因は確認できま
せん。

（5） Explicitメモリブロック解放処理時に Javaヒープへのオブジェクト移動
が発生した場合の確認と対処

Explicitメモリブロックの解放処理時に，解放対象の Explicitヒープ内のオブジェクト
に対する参照があると，参照されているオブジェクトおよびそのオブジェクトから直接
または間接的に参照されているオブジェクトが Javaヒープに移動します。オブジェクト
は，Tenured領域に優先的に移動されます。このため，移動が多いと Tenured領域の利
用済みサイズが増加して，フルガーベージコレクション発生の要因となってしまいます。

Javaヒープへの移動が発生したかどうかは，日立 JavaVMログファイルの拡張
verbosegc情報または明示管理ヒープイベントログで調査できます。

（a）拡張 verbosegc情報を使用した確認

明示管理ヒープ機能を利用しない場合，Tenured領域の利用済みサイズの増加は，コ
ピーガーベージコレクションだけで発生します。このため，N回目のコピーガーベージ
コレクション終了後の Tenured領域利用済みサイズは，N+1回目のコピーガーベージコ
レクション開始前の Tenured領域利用済みサイズと一致します。

これに対して，Explicitヒープから Javaヒープへのオブジェクトの移動が発生した場合
は，Explicitヒープ解放時に Tenured領域の利用済みサイズが増加します。この差分か
ら，Explicitメモリブロック解放処理時にオブジェクトの移動が発生したことが確認で
きます。

N回目のコピーガーベージコレクション終了後の Explicitメモリブロック解放処理時に
Javaヒープに移動したオブジェクトのサイズは，次の式で算出できます。

（b）明示管理ヒープのイベントログを使用した確認

JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「none」以外を指定し
た場合，Explicitメモリブロックの解放処理についてのログが出力されます。このログ
では，Explicitメモリブロック解放処理時の Tenured領域利用済みサイズの増加を直接
確認できます。

出力例を次に示します。

　
ExplicitヒープからJavaヒープに移動したオブジェクトのサイズ
=N+1回目のCopy GC前のTenured領域利用済みサイズ
 -N回目のCopy GC後のTenured領域利用済みサイズ
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太字太字太字太字で示した部分のうち，[cause:Reclaim]は，Explicitメモリブロック解放処理時に出
力された情報であることを示します。また，[DefNew::Eden: 
0K->0K(243600K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(17400K)][Tenured: 
103400K->103464K(556800K)]の部分は，Explicitメモリブロック解放処理時の Java
ヒープの変化を示しています。この例の場合は，Tenured領域のメモリサイズが
103,400キロバイトから 103,464キロバイトに，64キロバイト分増えています。このこ
とから，Explicitメモリブロックの解放処理で，64キロバイトのオブジェクトが Java
ヒープに移動していることがわかります。

また，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「verbose」を指
定した場合，解放された Explicitメモリブロックについての情報も出力されます。これ
によって，どの Explicitメモリブロックの解放で Tenured領域利用済みサイズが増加し
たかを確認できます。

出力例を次に示します。

太字太字太字太字で示した部分が，解放された Explicitメモリブロックを示しています。出力内容か
ら，Javaヒープに移動した 64キロバイトのオブジェクトが，「REM2」「BEM3」
「BEM1」のどれかの Explicitメモリブロックから移動したことがわかります。

さらに，JavaVMの -XX:HitachiExplicitMemoryLogLevelオプションに「debug」を指
定した場合，解放処理をしたときに解放対象 Explicitヒープ内のオブジェクトを参照し
ていたオブジェクトが確認できます。

出力例を次に示します。

[eid=3: Reference to ClassZ(0x1234680), total 64K]の部分から，次のことがわかりま
す。

• Javaヒープへ移動したオブジェクトは "ClassZ"のインスタンスである。

　
[ENS]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[EH: 12800K->11776K(11776K/65536K), 0.1129602 
secs][E/F/D: 523/0/0]¥
[DefNew::Eden: 0K->0K(243600K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(17400K)][Tenured: 
103400K->103464K(556800K)][cause:Reclaim]
　

　
[ENS]<Tue Jul 24 01:23:51 2007>[EH: 12800K->11776K(11776K/65536K), 0.1129602 
secs][E/F/D: 523/0/0]¥
[DefNew::Eden: 0K->0K(243600K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(17400K)][Tenured: 
103400K->103464K(556800K)][cause:Reclaim]
[EVS]["REM2" eid=2/R: 320K]["BEM3" eid=5/B: 320K]["BEM1" eid=7/B: 384K]
　

　
[EDO][eid=3: Reference to ClassZ(0x1234680), total 64K]
[EDO]   ClassU(0x1233468)(Tenured)
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• "ClassZ"のインスタンスから参照されていることによって Javaヒープに移動したオ
ブジェクトの合計サイズは 64キロバイトである。

また，「ClassU(0x1233468)(Tenured)」の部分から，"ClassZ"のインスタンスを参照し
ているオブジェクトが "ClassU"のインスタンスであることがわかります。

これらの情報を基に，Explicitメモリブロック解放処理時にその Explicitメモリブロッ
ク内のオブジェクトへの参照をなくすように，Javaプログラムを修正してください。
338



7.　JavaVMのメモリチューニング
7.12　明示管理ヒープの自動配置機能を使用し
た Explicitヒープの利用の検討

ここでは，明示管理ヒープの自動配置機能を使用した Explicitヒープの利用の検討につ
いて説明します。

明示管理ヒープ機能を使用して Explicitヒープ領域を利用する際，自動配置機能を使用
することで，明示管理ヒープ機能を容易に使用することができます。また，次に示すよ
うな場合は，自動配置機能を使用することをお勧めします。

（1） アプリケーション内に Tenured領域の増加原因のオブジェクトがある場
合

アプリケーション内に Tenured領域の増加原因のオブジェクトがある場合，自動配置設
定ファイルを使用してオブジェクトを Explicitヒープに配置することをお勧めします。
オブジェクトの配置を検討した方がよい Javaプログラムの例を次に示します。

この設定例の場合，KVStorageがインスタンスフィールドに保持している HashMapク
ラスが Tenured領域のメモリサイズ増加の要因となる長寿命オブジェクトとなります。
このオブジェクトの生成先を Explicitヒープへ変更する場合，次の例のように自動配置
設定ファイルを指定します。

この例のように自動配置設定ファイルを指定することで，Javaプログラムの例の 5行目
の HashMapインスタンス（_map）の生成先が Javaヒープから Explicitヒープに変更
されます。また，storeメソッドで _mapに格納したMyKeyのインスタンス，および
MyDataのインスタンスも，順次 Explicitヒープに移動されます。これらのインスタン

01:package abcd.efg;
02:import java.util.HashMap;
03:// KVStorageのインスタンスは，長期間生存し続ける
04:class KVStorage {
05:  HashMap _map = new HashMap();
06:  
07:  public void store(MyKey k,MyData d) {
08:    // ...前処理...
09:    _map.put(k,d);
10:    // ...後処理...
11:  }
12:
13:  public MyData load(MyKey k) {
14:    // ...前処理...
15:    MyData d = map.get(k);
16:    // ...後処理...
17:    return d;
18:  }
19:}

# 生成個所（メソッド名やクラス名）, 生成するクラス名 の対で記載。
abcd.efg.KVStorage.<init>, java.util.HashMap
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スは，不要となった時点で JavaVMによって自動的に解放されます。

（2） 特定のフレームワークを使用している場合

アプリケーションサーバと Hibernateの両方を動作させた場合，Tenured領域の増加の
要因となるオブジェクトがあります。アプリケーションサーバでは，これらオブジェク
ト向けの明示管理ヒープ自動配置設定を内部に保持しています。この設定は，Explicit
メモリブロックの自動配置機能を有効にする（-XX:+HitachiAutoExplicitMemoryオプ
ションを指定）だけで有効となります。

Hibernateへのクエリ結果を長期間保持するようなアプリケーションの場合，次に示す
内容を自動配置設定ファイルに指定することで，Tenured領域の増加を抑止できること
があります。

なお，アプリケーションサーバと Hibernateとの接続確認には，Hibernate Core 3.2.6 
GAを使用しています。また，Explicitメモリブロックの自動配置機能によって，クラス
ローディング時間が増加し，その結果 JavaVMの起動時間や，アプリケーションサーバ
でのアプリケーションのデプロイ時間が増加するおそれがあります。

（3） Tenured領域利用済みサイズの増加原因が不明な場合

Survivor領域のチューニングを実施しても，Tenured領域利用済みサイズが増加し，そ
れによるフルガーベージコレクションの発生間隔がシステムの要件を満たせない場合，
Tenured領域利用済みサイズの増加原因となるオブジェクトを Explicitヒープへ生成し
ます。Explicitヒープへオブジェクトを生成するには，明示管理ヒープの自動配置設定
ファイルを設定します。

Tenured領域利用済みサイズの増加原因となるオブジェクトを調査する方法，および自
動配置設定ファイルの設定方法について説明します。

（a）Tenured領域利用済みサイズ増加の調査

実行中のアプリケーションに対して，jheapprofコマンドに -garbageオプションを指定
し，Tenured領域内不要オブジェクト統計機能を実行します。

なお，08-70よりも前のバージョンを使用している場合，Explicitメモリブロックの自動
配置機能（-XX:+HitachiAutoExplicitMemory）と同時に -garbageオプションを利用す
るときには，あらかじめ -XX:-HitachiExplicitMemoryPartialTenuredAreaCollectionオ
プションを指定した状態で，アプリケーションサーバを起動してください。

org.hibernate.impl.AbstractSessionImpl.createQuery(java.lang.String), 
org.hibernate.impl.QueryImpl
 
org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.performList(org.hibernate.engine.Query
Parameters, org.hibernate.engine.SessionImplementor), java.util.ArrayList
 
org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.performList(org.hibernate.engine.Query
Parameters, org.hibernate.engine.SessionImplementor), 
org.hibernate.util.IdentitySet
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Tenured領域内不要オブジェクト統計機能の出力例を次に示します。これによって，
Tenured領域利用済みサイズ増加の原因となっているオブジェクト（Tenured増加要因
の基点オブジェクト）のクラス名のリストがスレッドダンプログファイルに出力されま
す。

この出力例では，Tenured領域利用済みサイズの増加原因として，java.util.HashMap
のオブジェクトが 35,234,568バイト，また java.util.WeakHashMapのオブジェクトが
4,321,000バイトであることがわかります。Tenured領域内不要オブジェクト統計機能の
詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移
行／互換編」の「8.8　Tenured領域内不要オブジェクト統計機能」を参照してくださ
い。

（b）自動配置設定ファイルへの記載

Tenured領域内不要オブジェクト統計機能の出力例のリスト部分（後半 2行）を，自動
配置設定ファイルへ入力します。自動配置設定ファイルの設定例を示します。

この場合，プログラム中のすべての java.util.HashMapオブジェクト，および
java.util.WeakHashMapオブジェクトは Explicitヒープに生成されます。

また，これらのオブジェクトに格納したオブジェクトも順次 Explicitヒープに移動しま
す。しかし，Explicitヒープへのオブジェクトの生成は，Javaヒープへのオブジェクト
の生成よりも実行時にオーバーヘッドが掛かります。このため，オブジェクトの生成個
所を絞り込むことで，実行時のオーバーヘッドを削減できます。

自動配置設定ファイルでは，「*」は「JavaVM上で動作するすべてのクラス」を意味し
ます。この設定例の場合，すべてのクラスでの java.util.HashMapおよび
java.util.WeakHashMapのオブジェクトの生成先が Explicitヒープになります。これに
よって，実際には Tenured利用済みサイズ増加の原因ではないオブジェクトの生成先も
Explicitヒープとなり，オーバーヘッドが増加するおそれがあります。

「*」を指定したことによって，アプリケーションのスループットが要件を満たせなく
なった場合は，Tenured領域利用済みサイズ増加の原因となっているオブジェクトの生
成個所を絞り込むことを検討してください。

システム運用者とアプリケーション開発者が異なる場合は，アプリケーション開発者へ
の調査の依頼が必要です。アプリケーションの詳細な調査が困難な場合でも，自動配置
設定ファイルでは生成個所を「すべてのクラス」，「特定のパッケージ」，「特定のクラ

Garbage Profile Root Object Information
-----------------------------------
*, java.util.HashMap # 35234568
*, java.util.WeakHashMap # 4321000

*, java.util.HashMap # 35234568
*, java.util.WeakHashMap # 4321000
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ス」，および「特定のメソッド」の 4段階の粒度でオブジェクトの生成個所を指定できま
す。そのため，調査可能な範囲で絞り込みを実施して，自動配置設定ファイルを指定す
ることによって，スループットが向上する場合もあります。

例えば，生成個所が「com.abc.defg」パッケージ下の場合，自動配置設定ファイルの設
定例を次のように変更することによって，「すべてのパッケージのすべてのクラス」か
ら，「com.abc.defgパッケージおよびサブパッケージのすべてのクラス」まで絞り込みが
できます。

自動配置設定ファイルの指定方法の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「8.11.2　自動配置設定ファイルを使った明示管
理ヒープ機能の使用」を参照してください。

（c） Tenured領域内不要オブジェクト統計機能によるアプリケーションの調査

自動配置設定ファイルの内容を基に，アプリケーションを調査する場合に，Tenured領
域内不要オブジェクト統計機能を利用します。

jheapprofコマンドに -garbageオプションを指定し，Tenured領域内不要オブジェクト
統計機能を実行することで，Tenured増加要因の基点オブジェクトリスト，および
Tenured領域内不要オブジェクトの統計情報を拡張スレッドダンプに出力します。拡張
スレッドダンプの出力例を次に示します。

Tenured領域内不要オブジェクト統計機能では，Tenured増加要因の基点オブジェクト
リストには出力されない，java.util.HashMapや java.util.WeakHashMapに格納されて
いるオブジェクトも出力されます。また，各オブジェクトのインスタンス数も出力され
ます。

さらに，このログを複数回取得して，クラス別統計情報解析機能（jheapprofanalyzerコ
マンド）の入力ファイルとすることで，各オブジェクトサイズ，およびインスタンス数
の時間の変化を調査することができます。

これらの情報を基に，アプリケーションを調査してオブジェクト生成個所の絞り込みを
します。Tenured領域内不要オブジェクト統計機能の詳細については，マニュアル

com.abc.defg.*, java.util.HashMap # 35234568
com.abc.defg.*, java.util.WeakHashMap # 4321000

Garbage Profile
---------------
________________Size__Instances__Class________________
            35234568      10648 java.util.HashMap
             5678900      10668 [Ljava.util.HashMap$Entry;
             4456788       7436 java.util.HashMap$Entry
             4321000        200 java.util.WeakHashMap
             1234568        190 [Ljava.util.WeakHashMap$Entry
1456788       9524 java.lang.String 
1256788       6424 com.abc.defg.MyData;
：
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「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行／互換編」の「8.8　
Tenured領域内不要オブジェクト統計機能」を参照してください。クラス別統計情報解
析機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 
保守／移行／互換編」の「8.10　クラス別統計情報解析機能」を参照してください。
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8　 パフォーマンスチューニン
グ（J2EEアプリケーション
実行基盤）
この章では，J2EEアプリケーションを実行するシステムのパ
フォーマンスをチューニングする方法について説明します。
パフォーマンスチューニングによって動作環境を最適化するこ
とで，システムの性能を最大限に生かせるようになります。
バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニン
グについて検討する場合は，「9.　パフォーマンスチューニン
グ（バッチアプリケーション実行基盤）」を参照してください。

8.1　パフォーマンスチューニングで考慮すること

8.2　チューニングの方法

8.3　同時実行数を最適化する

8.4　Enterprise Beanの呼び出し方法を最適化する

8.5　データベースへのアクセス方法を最適化する

8.6　タイムアウトを設定する

8.7　Webアプリケーションの動作を最適化する

8.8　CTMの動作を最適化する

8.9　そのほかの項目のチューニング
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8.1　パフォーマンスチューニングで考慮するこ
と

この節では，J2EEアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングで考慮する
ことについて説明します。

8.1.1　パフォーマンスチューニングの観点
J2EEアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングは，次の観点で実施しま
す。

●同時実行数の最適化

● Enterprise Beanの呼び出し方法の最適化

●データベースアクセス方法の最適化

●タイムアウトの設定

●Webアプリケーションの動作の最適化

● CTMの動作の最適化

●そのほかの項目のチューニング

それぞれのポイントについて説明します。

（1） 同時実行数の最適化

同時実行数の最適化は，処理を多重化して CPUの処理能力を最大限に引き出して，シス
テムのスループットを向上させることを目的とします。しかし，次のような場合，多重
化しただけではスループットが向上しません。場合によっては，スループットが低下す
るおそれがあります。

●入出力処理，排他処理などのボトルネックがある場合

●最大スループットに到達している場合

● CPUの利用率が飽和した状態で多重度以上の負荷を掛けた場合

●実行待ちキューのサイズが不適切な場合

●階層的な最大実行数の設定が不適切な場合

パフォーマンスチューニングでは，これらを考慮しながら適切なチューニングを実施し
て，同時実行数の最適化を図ります。

（2） Enterprise Beanの呼び出し方法の最適化

Enterprise Beanの呼び出し方法の最適化は，同じ J2EEアプリケーションや同じ J2EE
サーバ内のコンポーネントを呼び出すときに，ローカルインタフェースやリモートイン
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タフェースのローカル呼び出し機能を利用することで，不要なネットワークアクセスを
削減することを目的とします。

次の機能を利用することで，RMI-IIOP通信によって発生する不要なネットワークアク
セスを削減できます。

●ローカルインタフェースの利用

●リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の利用

また，引数や戻り値の渡し方を参照渡しにすることで，さらに処理性能を向上できる場
合があります。パフォーマンスチューニングでは，アプリケーションやシステムの特徴
によってこれらの機能を有効に活用して，処理性能の向上を図ります。

（3） データベースアクセス方法の最適化

データベースアクセス方法の最適化は，処理に時間が掛かるコネクションやステートメ
ントを事前に生成しておくことで，データベースアクセス時のオーバーヘッドを削減す
ることを目的とします。

パフォーマンスチューニングでは，次に示す機能を有効に活用することで，データベー
スアクセス処理を最適化し，スループットを向上させます。

●コネクションプーリング

●ステートメントプーリング（PreparedStatementおよび CallableStatementのプーリ
ング）

（4） タイムアウトの設定

タイムアウトの設定は，システムのトラブル発生を検知して，リクエストの応答が返ら
なくなることを防ぎ，適宜リソースを解放することを目的とします。

設定できるタイムアウトには，次の種類があります。

●Webフロントシステムのタイムアウト

●バックシステムのタイムアウト

●トランザクションのタイムアウト

●データベースのタイムアウト

（5） Webアプリケーションの動作の最適化

Webアプリケーションの動作の最適化は，コンテンツの配置方法の検討やキャッシュの
利用によって不要なネットワークアクセスを削減して処理速度を速めたり，負荷分散に
よってシステムのスループットの向上を図ったりすることを目的とします。

なお，Webサーバとして，リダイレクタモジュールを組み込んだWebサーバと連携する
場合と，インプロセスHTTPサーバを使用している場合で，チューニングできる項目が
異なります。
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Webサーバと連携する場合には，次の処理ができます。

●静的コンテンツとWebアプリケーションでの処理の振り分け

●静的コンテンツのキャッシュ

●セッション情報に応じたリクエストの振り分け

インプロセス HTTPサーバを使用する場合は，次の処理ができます。

●静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の切り分け

●静的コンテンツのキャッシュ

（6） CTMの動作の最適化

CTMの動作の最適化は，CTMで使用するプロセス間の通信間隔を最適化して通信負荷
を軽減したり，トラブル発生時に迅速に検知して対処したりすることで，システムとし
ての性能を向上させることを目的とします。また，CTMによってリクエストの処理に優
先順位を付けることで，重要なリクエストをすばやく処理するようにもチューニングで
きます。

（7） そのほかの項目のチューニング

アプリケーションサーバでは，(1)～ (6)で説明した項目以外にも，チューニングできる
項目があります。必要に応じてチューニングを実施してください。

8.1.2　チューニング手順
パフォーマンスチューニングは，システムのパフォーマンスを生かす最適な設定を見つ
ける作業です。構築した環境で，実際に処理を実行したり，模擬的な負荷を掛けたりし
ながら，パラメタの調整やボトルネックの調査，解消によってパフォーマンスを向上さ
せていきます。

パフォーマンスチューニングの手順の例として，ここでは，同時実行数のチューニング
手順を示します。
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図 8-1　パフォーマンスチューニングの手順（同時実行数をチューニングする場合）

チューニング作業では，まず，目標値を決定します。ここでは，CPU利用率などが該当
します。

次に，各パラメタに初期値を設定した状態でのスループットを測定し，そのあとで模擬
的な負荷を掛けながら各パラメタを調整して，目標値に近い最適な値を見つけていきま
す。模擬的な負荷は，専用のツールを使用して発生させます。

チューニングの際，CPUの利用率の測定には，OSに付属している監視ツールなどが利
用できます。スループットの測定は，負荷発生ツールなどによって測定できます。また，
稼働スレッド数など，アプリケーションサーバの稼働情報については，稼働情報収集機
能などで確認できます。確認方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケー
ションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「3.　稼働情報の監視（稼働情報収集機
能）」を参照してください。

スループットが目標値に達したところで，パフォーマンスチューニングは完了です。な
お，CPU利用率が 100%からかなり低い状態で飽和した場合は，システム上に入出力処
理や排他処理などのボトルネックがあるおそれがあります。ボトルネックを調査し，対
策してから，再度パフォーマンスチューニングを実行してください。アプリケーション
サーバのシステムのボトルネックの調査には，性能解析トレースを利用できます。性能
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解析トレースの機能詳細，および性能解析トレースを利用して取得したトレースファイ
ルの利用方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 
保守／移行／互換編」の「6.　性能解析トレースを使用したシステムの性能解析」を参照
してください。

8.1.3　アプリケーションの種類ごとにチューニングできる項
目

チューニング項目は，アプリケーションの種類によって異なります。アプリケーション
に含まれるコンポーネントごとのチューニング項目について，次に示します。

表 8-1　サーブレットと JSPで構成されるアプリケーション（Webアプリケーション）
のチューニング項目

注※　Webサーバと連携する場合は，Webサーバの機能を使用してチューニングしてください。

表 8-2　Enterprise Beanで構成されるアプリケーションのチューニング項目

チューニング項目 利用できる機能 参照先

リクエスト処理スレッド数
の最適化（インプロセス
HTTPサーバを使用する場
合）

リクエスト処理スレッド数の制御（インプロセス
HTTPサーバを使用する場合）※

8.3.3

同時実行数の最適化 Webアプリケーションでの同時実行スレッド数制
御（Webコンテナ単位，Webアプリケーション単
位，または URLグループ単位）

8.3.4

データベースアクセス方法
の最適化

コネクションプーリング 8.5.1

ステートメントプーリング 8.5.2

タイムアウトの設定 Webフロントシステムでのタイムアウトの設定 8.6.2

J2EEアプリケーションのメソッド実行時間に対
するタイムアウトの設定

8.6.6

Webアプリケーションの動
作の最適化

静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の
切り分け

8.7.1

静的コンテンツのキャッシュ 8.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け（Web
サーバ連携の場合）

8.7.3

そのほかの項目のチューニ
ング

Persistent Connectionの制御（インプロセス
HTTPサーバを使用する場合）

8.9

チューニング項目 利用できる機能 参照先

同時実行数の最適化 Stateless Session Beanのインスタンスプーリン
グ

8.3.5

Stateful Session Beanのセッション制御
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注※　Stateless Session Beanだけが対象です。

また，CTMを使用したシステムの場合に設定できる，CTMの動作のチューニング項目
を次の表に示します。CTMは，アプリケーションが Stateless Session Beanで構成され
ている場合に使用できます。

表 8-3　CTMの動作についてのチューニング項目

Message-driven Beanのインスタンスプーリング

CTMによる同時実行数制御※（CTMを使用して
いる場合）

8.3.6

Enterprise Beanの呼び出し
方法の最適化

ローカルインタフェースの使用 8.4.1

リモートインタフェースのローカル呼び出し最適
化

8.4.2

リモートインタフェースの参照渡し 8.4.3

データベースアクセス方法
の最適化

コネクションプーリング 8.5.1

ステートメントプーリング 8.5.2

タイムアウトの設定 バックシステムでのタイムアウトの設定 8.6.3

トランザクションタイムアウトの設定 8.6.4

データベースでのタイムアウトの設定 8.6.5

J2EEアプリケーションのメソッド実行時間に対
するタイムアウトの設定

8.6.6

チューニング項目 利用できる機能 参照先

CTMの動作の最適化 CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼
働状態を監視する間隔のチューニング

8.8.1

負荷状況監視間隔のチューニング 8.8.2

CTMデーモンのタイムアウト閉塞の設定 8.8.3

CTMで振り分けるリクエストの優先順位の設定 8.8.4

チューニング項目 利用できる機能 参照先
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8.2　チューニングの方法
この節では，チューニングの方法について説明します。チューニングの方法は，設定対
象の種類によって異なります。

（1） J2EEサーバおよびWebサーバ（リダイレクタを含む）のチューニング

J2EEサーバおよびWebサーバ（リダイレクタを含む）のチューニングには，Smart 
Composer機能の簡易構築定義ファイルを使用します。簡易構築定義ファイルでは，
<configuration>タグ下の <logical-server-type>に設定対象とする論理サーバの種類
（J2EEサーバまたはWebサーバ）を指定して，<param>タグ下でパラメタ名とその値
を設定します。簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.6　簡易構築定義ファ
イル」を参照してください。

参考
 

Web Redirectorを使用する場合など，Smart Composer機能を使用できない場合，Web
サーバ（リダイレクタを含む）のチューニングはファイルを編集して定義します。
Smart Composer機能を使用できない場合に，Webサーバ（リダイレクタを含む）のチュー
ニングに使用するファイルについて，次の表に示します。

表 8-4　Smart Composer機能を使用できない場合にWebサーバ（リダイレクタを含む）
のチューニングに使用するファイル

mod_jk.confの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファ
レンス 定義編 (サーバ定義 )」の「9.3　mod_jk.conf（Hitachi Web Server用リダイレクタ
動作定義ファイル）」を参照してください。isapi_redirect.confの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「9.2　
isapi_redirect.conf（Microsoft IIS用リダイレクタ動作定義ファイル）」を参照してくださ
い。workers.propertiesの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「9.5　workers.properties（ワーカ定義ファ
イル）」を参照してください。httpsd.confの詳細については，マニュアル「Hitachi Web 
Server」を参照してください。

対象 チューニング方法

Webサーバ httpsd.confの編集

Webサーバ（リダイレクタ） mod_jk.conf（Hitachi Web Serverの場合）の編集

isapi_redirect.conf（Microsoft IISの場合）の編集

workers.properties（ワーカの設定の場合）の編集
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（2） アプリケーションまたはリソースのチューニング

アプリケーションおよびリソースのチューニングをする場合は，サーバ管理コマンドを
使用します。

サーバ管理コマンドを使用する場合は，属性ファイルを編集します。属性ファイルの詳
細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編
(アプリケーション／リソース定義 )」を参照してください。

（3） CTMの動作のチューニング

CTMのチューニングには，Smart Composer機能の簡易構築定義ファイルを使用しま
す。簡易構築定義ファイルでは，<configuration>タグ下の <logical-server-type>に設定
対象とする論理サーバの種類（CTMドメインマネジャまたは CTM）を指定して，
<param>タグ下でパラメタ名とその値を設定します。

簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.6　簡易構築定義ファイル」を参照し
てください。

（4） それ以外の項目のチューニング

このほか，チューニングで使用するパラメタには，APIで設定する項目や，データベー
スで設定する項目などがあります。これらの設定については，それぞれの節のチューニ
ングパラメタの説明を参照してください。
353



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
8.3　同時実行数を最適化する
この節では，アプリケーションのリクエストの同時実行数を最適化するための考え方と
チューニング方法について説明します。

8.3.1　同時実行数制御および実行待ちキュー制御の考え方
アプリケーションサーバのシステムでアプリケーションのスループットを向上させるた
めには，複数のリクエストを多重処理することが有効です。複数のスレッドで多重にリ
クエストを処理した方が，単一スレッドで一度に 1リクエストずつ処理するのに比べて，
多くの場合，スループットを向上させられます。

ただし，入出力処理，排他処理などにボトルネックがあったり，すでに最大スループッ
トに到達していたりする場合は，多重化によるスループットの向上はできません。この
ため，同時実行数のチューニングは，次の点を確認しながら進めます。

入出力処理，排他処理などのボトルネックの排除
スレッドを多重化しても CPU利用率が少ないままでスループットが向上しない場合
は，アプリケーションのデータベースアクセスなどの入出力処理や排他処理などに
ボトルネックがあるおそれがあります。この場合は，ボトルネックになっている処
理を特定して，排除してからチューニングする必要があります。例えば，データ
ベースアクセス方法をチューニングしたり，排他処理方法を変更したりして，入出
力処理，排他処理などのボトルネックを取り除きます。

最大スループットの確認
リクエストの多重度を大きくしてスレッド数を増やしていくと，スレッド数の増加
に伴って CPUの空き時間が減少し，さらに増やしていくと，ほとんど CPUの空き
時間がない状態になります。この状態になると，スレッドを増やしてもスループッ
トは上がりません。
これは，CPUがボトルネックになっている状態であり，マシン単体の性能として，
限界に達している状態です。つまり，この時点のスループットが，マシン単体での
アプリケーションの最大スループットになります。
これ以上のスループットを確保したい場合は，CPUやマシン数を増加させるなど，
ハードウェアの増強が必要になります。

同時実行数制御によるスループットの維持
CPUの利用率が飽和した状態で，さらに多重度を大きくしてスレッドを増やした場
合，実行可能な状態で CPUが割り当てられないスレッドが増えます。この状態で
は，スレッド間のロックが競合したり，スレッドのコンテキストスイッチが多発し
たりするので，スループットが低下するおそれがあります。
また，スレッド数を増やすと，アプリケーションサーバ内ではスレッド数に応じて
メモリ使用量が増えます。つまり，スループット低下とメモリ使用量の増加を防ぐ
ためには，スレッド数の増加を実行可能なスレッド数までに制限する必要がありま
す。
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同時実行数制御機能を適切に使用することで，最大同時実行数をチューニングして，
リクエストの多重度を大きくした場合でも，最大同時実行数分以上のリクエストの
実行を待たせることができます。この結果，一時的に過負荷状態が発生したり，負
荷のピークの状態になったりしても，高いスループットを維持できます。

実行待ちキューサイズの調整
アプリケーションサーバに到着したリクエストが同時実行数の上限を超えたとき，
リクエストをキューに登録することで，実行中のほかのリクエストの処理が終わる
までそのリクエストを待たせることができます。しかし，ほかのリクエストの処理
が終わるまでリクエストを待たせておくためのキューのサイズ（実行待ちキューサ
イズ）に上限を設定している場合，実行待ちキューが上限に達したあとで到着した
リクエストについては，実行待ちキューには登録されないでクライアントにエラー
として返却されます。このため，実行待ちキューに上限を設定する場合は，待たせ
るキューに必要な数を確保しておく必要があります。
実行待ちキューへのリクエストの登録とエラーの返却の考え方を，次の図に示しま
す。

図 8-2　実行待ちキューへのリクエストの登録とエラーの返却
355



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
ポイント
 

リクエストを実行待ちキューで待たせるのは，一時的な過負荷状態の場合や負荷のピークの
場合にエラーが発生するのを防ぐためです。エラーが返却されるのを避けるために実行待ち
キューサイズをむやみに増やすのは，本質的な解決にはなりません。同時実行数を増やした
り，必要に応じて CPUやマシン数を増設したりするなどの対処をしてください。
また，クライアント側でタイムアウトを設定している場合は，リクエストが実行待ちキュー
に登録されてから実際に実行されるまでの時間が掛かり過ぎると，リクエストの実行前にタ
イムアウトが発生してエラーになるおそれがあります。
このため，実行待ちキューサイズは，最適なサイズに設定してください。

階層的なアプリケーションでの最大同時実行数のバランス
あるレイヤだけをチューニングして同時実行数を増やしても，システム全体の性能
は向上しません。これは，システム全体としての性能は，性能が低いレイヤに制約
されてしまうためです。
特定のレイヤだけを最適化したために無意味な設定を含んでしまった例を，次の図
に示します。

図 8-3　特定のレイヤだけを最適化したために無意味な設定を含んでしまった例

また，同時実行数を増やすと，実際にはリクエストを処理していないアイドル状態の場
合にも，メモリなどのリソースをむだに消費するおそれがあります。

このため，同時実行数を制御する場合には，システム全体を見渡して，適切な同時実行
数をそれぞれのレイヤに設定するようにしてください。

8.3.2　最大同時実行数と実行待ちキューを求める手順
最大同時実行数および実行待ちキューサイズは，次の手順に従ってチューニングできま
す。
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1. 負荷発生ツールなどを利用して，リクエストの多重度を増やします。
このとき，サーバ側の CPU利用率が 80%～ 90%に達した場合は，手順 2.に進みま
す。80%～ 90%に達しない，低い状態でスループットが向上しなくなった場合は，
入出力処理や排他処理などにボトルネックがあることが考えられます。この場合は，
ボトルネックになっている処理を特定して，性能を改善します。

2. サーバ側の CPU利用率が 80%～ 90%に達した多重度を，最大同時実行数として
チューニングパラメタに設定します。
この状態でのスループットが，単体マシンの最大スループットになります。これ以上
のスループットを求めたい場合は，ハードウェアの増強が必要です。

3. 負荷発生ツールなどでさらに高い負荷を掛けて，最大スループットが維持できるかど
うかを確認します。
維持できない場合は，最大スループット以上の負荷が掛からないように，チューニン
グパラメタを調整します。

4. 実際のシステムでの一時的な過負荷状態，および負荷のピークの状態でのリクエスト
数を見積もり，実行待ちキューサイズを決定します。

5. 階層的な構造を持つアプリケーションでは，各レイヤでの同時実行数および実行待ち
キューサイズのバランスが取れるよう，調整します。

8.3.3　Webサーバでのリクエスト処理スレッド数を制御する
Webフロントシステムの場合，Webブラウザなどのクライアントからのリクエストは，
Webサーバが作成するリクエスト処理スレッドによって処理されます。リクエスト処理
スレッド数を適切に制御することで，処理性能の向上が図れます。

ここでは，Webサーバでのリクエスト処理スレッド数を制御する目的と，チューニング
の指針について説明します。

なお，ここでは，インプロセスHTTPサーバを使用している場合のチューニングの方法
について説明します。

参考
 

Webサーバ連携時に Hitachi Web Serverを使用している場合は，Hitachi Web Serverの設
定で同様のチューニングができます。詳細は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照し
てください。
また，Smart Composer機能を使用してシステムを構築する場合，Webサーバでのリクエス
ト処理スレッド数の設定は，抽象パラメタの利用によって設定できます。抽象パラメタと
は，互いに関連のあるパラメタを一つにまとめたパラメタです。抽象パラメタを利用するこ
とで，Webサーバのリクエスト処理スレッド数の設定を，同時実行スレッド数などの関連す
るパラメタと一緒に定義できます。抽象パラメタについては，マニュアル「Cosminexus ア
プリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「付録 I　Smart Composer機能で使用
できる抽象パラメタ」を参照してください。
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（1） リクエスト処理スレッド数を制御する目的

リクエスト処理スレッド数を J2EEサーバが動作しているホストの性能やクライアント
からのアクセス状況に合わせてチューニングすることで，性能向上を図れます。

リクエスト処理スレッドの生成は，負荷が高い処理です。リクエスト処理スレッドをあ
らかじめ生成してプールしておくことで，Webブラウザなどのクライアントからのリク
エスト処理要求時の負荷を軽くして，処理性能を高めることができます。

インプロセス HTTPサーバを使用する場合，J2EEサーバ起動時にリクエスト処理ス
レッドをまとめて生成してプールしておき，Webブラウザなどのクライアントからリク
エスト処理要求があった場合にそれを利用するようにできます。これによって，リクエ
スト処理要求時の処理性能の向上を図れます。なお，プールしているスレッドの数を監
視しておくことで，プールしているスレッド数が少なくなった場合はさらに追加生成し
て，プールに確保しておくこともできます。

ただし，使用しないスレッドを大量にプールしておくと，むだなリソースを消費します。
このため，システムの処理内容に応じて，プールするリクエスト処理スレッド数を適切
に制御し，場合によっては不要なスレッドを削除することが必要です。

リクエスト処理スレッドの制御では，これらを考慮して，パラメタに適切な値を設定し
てください。

（2） 設定の指針

リクエスト処理スレッド数の制御では，次のパラメタを使用してチューニングできます。

● J2EEサーバ起動時に生成するリクエスト処理スレッドの数

●Webクライアントとの接続数（リクエスト処理スレッド数）の上限数

●接続数の上限を超えた場合の TCP/IPの Listenキュー（バックログ）の最大値

●予備スレッド数の最大数および最小数

● J2EEサーバ起動時に生成したリクエスト処理スレッド数を維持するかどうかの選択

これらのパラメタを設定するときには，次の点に留意してください。

●提供するサービスの内容によっては，J2EEサーバ起動直後から大量のリクエストを
処理する必要があります。この場合は，J2EEサーバ起動時に生成するリクエスト処
理スレッドの数に，大きな値を指定してください。

●予備スレッド数の最大数を大きくしておくと，クライアントからのアクセスが急に増
加した場合にも，処理性能を下げることなく迅速に対応できます。ただし，多くの予
備スレッドをプールしておくと，多くのリソースが消費されます。このため，急な増
加が予想されるアクセス数を見積もって，適切な数の予備スレッドがプールされるよ
うに，注意して設定してください。

●一定数のリクエスト処理スレッドは確保した状態で，それを超えるリクエスト処理ス
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レッドの増減を最大数と最小数を指定して制御したい場合は，J2EEサーバ起動時に
生成したリクエスト処理スレッド数を維持する設定にしてください。これによって，
システムとして最低確保しておきたい数のリクエスト処理スレッドを確保した状態で，
クライアントからのアクセスピーク時のリクエスト処理スレッド数の増減に対応でき
ます。未使用のリクエスト処理スレッド数が予備スレッド数の最大値を超えている場
合も，J2EEサーバ起動時に生成した数のリクエスト処理スレッドは維持されます。

●一度作成したスレッドを削除しないでプールし続けたい場合は，予備スレッド数の最
大数を，Webクライアントとの最大接続数と同じ値にしてください。

このほか，Webアプリケーションの同時実行スレッド数との関係についても留意してく
ださい。Webアプリケーションの同時実行スレッド数については，「8.3.4　Webアプリ
ケーションの同時実行数を制御する」を参照してください。

8.3.4　Webアプリケーションの同時実行数を制御する
Webアプリケーションの同時実行数制御では，Webフロントシステムの場合に，Web
サーバがWebブラウザなどのクライアントから受け付けたリクエストの処理を，同時に
幾つのスレッドで実行するかを制御します。

同時実行スレッド数は，URLグループ単位，Webアプリケーション単位，またはWeb
コンテナ単位で制御できます。同時実行スレッド数は，Webサーバ連携の場合，インプ
ロセス HTTPサーバを使用する場合，どちらの場合も制御できます。

（1） 同時実行スレッド数制御の違い

Webコンテナ単位，Webアプリケーション単位，および URLグループ単位の同時実行
スレッド数制御の違いは次のとおりです。

Webコンテナ単位
Webコンテナ全体で同時にリクエストを処理するスレッド数を設定できます。

Webアプリケーション単位
Webコンテナ上で動作するWebアプリケーションごとに，同時にリクエストを処理
するスレッド数を設定できます。なお，Webアプリケーション単位の同時実行ス
レッド数制御は簡易Webサーバに対しても有効になります。

URLグループ単位
リクエストをWebアプリケーション内の特定の業務処理（業務ロジック）に対応す
るURLに振り分ける場合，振り分け先 URLの処理ごとに，同時にリクエストを処
理するスレッド数を設定できます。

Webコンテナ単位，Webアプリケーション単位，および URLグループ単位の同時実行
スレッド数の関係を次の図に示します。
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図 8-4　Webコンテナ単位，Webアプリケーション単位，および URLグループ単位の同
時実行スレッド数の関係

Webアプリケーションに対するリクエストの実行は，Webコンテナ単位，Webアプリ
ケーション単位，および URLグループ単位に設定した同時実行スレッド数に制限されま
す。Webコンテナ単位，Webアプリケーション単位および URLグループ単位に設定し
た同時実行スレッド数を超えるリクエストは，それぞれの実行待ちキューに入ります。

（2） 選択の指針

同時実行スレッド数制御の単位を選択するときの指針について説明します。

なお，同時実行スレッド数を制御する機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 
アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「2.15　同時実行ス
レッド数の制御の概要」を参照してください。

● Webアプリケーション単位の選択の指針

Webアプリケーション単位の同時実行数を制御することで，J2EEサーバが TCP接続要
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求だけではなく，Webアプリケーションの実行待ちキューを管理できるようになります。
このため，J2EEサーバ上で実行するWebアプリケーションが一つだけの場合でも，
Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数を設定することをお勧めします。

Webアプリケーション単位での同時実行スレッド数の設定は，Webコンテナ単位で設定
する場合に比べて，次のような利点があります。

●Webアプリケーションごとの同時実行スレッド数に上限を設けることで，特定の業務
に対応するWebアプリケーションへのリクエストが増大した場合に，そのWebアプ
リケーションがWebコンテナ全体の処理能力を占有しないようにできます。これに
よって，ほかの業務も滞りなく実行できます。

● CPUや I／ O処理に掛かる負荷が異なる複数のWebアプリケーションがWebコン
テナ上にある場合，それぞれの条件に適した同時実行スレッド数が設定できます。

●Webアプリケーションごとにリクエストの実行待ちキューサイズが設定できるので，
Webアプリケーションの特徴に応じた実行待ちキュー管理ができます。また，Webア
プリケーション単位の実行待ちキュー以上のリクエストが送信された場合には，クラ
イアントにHTTPレスポンスコードで通知できます。

なお，Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数は，稼働中の J2EEサーバでも
動的に変更できます。稼働中の J2EEサーバで実行するWebアプリケーションの同時実
行スレッド数の動的変更の手順については，マニュアル「Cosminexus アプリケーショ
ンサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「2.19.2　同時実行スレッド数の動
的変更の流れ」を参照してください。

● URLグループ単位の選択の指針

Webアプリケーション単位で同時実行スレッド数を制御している場合に，さらに業務ロ
ジック単位で同時実行スレッド数の制御をしたいときには，URLグループ単位で同時実
行スレッド数を制御します。

Webアプリケーションが次のような業務ロジックを含む場合，URLグループ単位の設定
を検討してください。

●ほかの処理に影響を受けないで優先して実行したい業務ロジック

●ほかの処理に比べて処理時間が掛かる，または CPUや I／ Oの負荷が大きい業務ロ
ジック

URLグループ単位での同時実行スレッド数の設定は，Webアプリケーション単位だけの
設定に比べて，次のような利点があります。

●重要度が高い業務ロジック（URLグループ）には，確実に実行するためのスレッド数
を割り当てられます。これによって，ほかの業務ロジックに対するリクエスト数が増
大した場合も，Webアプリケーション全体の同時実行スレッド数をその業務ロジック
に占有されないで，重要度が高い業務ロジックを実行できます。
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●処理時間が掛かる業務ロジック（URLグループ）の同時実行数に上限を設けること
で，特定の業務ロジックによってWebアプリケーション全体の同時実行数が占有され
ないように制御できます。

●Webアプリケーション内に CPUや I／ Oの負荷が異なる複数の業務ロジック（URL
グループ）がある場合は，業務ロジックに応じた同時実行数が設定できます。

●Webアプリケーション内の業務ロジック（URLグループ）ごとにリクエストの待ち
行列長（実行待ちキューのキューサイズ）が設定できるので，業務ロジックの特徴に
応じた実行待ちキューを管理できます。また，この URLグループ単位の実行待ち
キューがあふれた場合，クライアントに HTTPレスポンスコード 503（Service 
Temporarily Unavailable）を通知できます。

8.3.5　Enterprise Beanの同時実行数を制御する
ここでは，Enterprise Beanの同時実行数を制御する方法について，Enterprise Beanの
種類ごとに説明します。なお，インスタンスプーリングおよびセッション制御による
Enterprise Beanの同時実行数制御は，EJBコンテナの機能を利用して実現します。
EJBコンテナの機能の詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 基本・開発編 (EJBコンテナ )」の「2.　EJBコンテナ」を参照してください。

（1） Enterprise Beanの同時実行数制御で使用できる機能の種類

Enterprise Beanの同時実行数を制御する場合，EJBコンテナの機能である，次の 2種
類の機能を利用できます。

インスタンスプーリング
Enterprise Beanのインスタンスを事前に作成しておくことで，クライアントから
リクエストが送信されたときにすぐ処理を実行できるようにする機能です。プール
するインスタンス数の上限値を設定することで，上限値以上のリクエストの実行を
待たせることができます。これによって，同時実行数が制御できます。

参考
 

運用時に CTMの同時実行数を動的に変更する場合は，上限値は無制限に設定してくださ
い。

セッション制御
セッション内で，同時に生成できるセッション（インスタンス）数を制限する機能
です。

なお，Enterprise Beanの種類ごとに使用できる機能が異なります。

Enterprise Beanの種類ごとに使用できる同時実行数制御の機能を次の表に示します。
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表 8-5　Enterprise Beanの種類ごとに使用できる同時実行数制御の機能

注※　Stateless Session Beanの同時実行数を制御する場合は，CTMを利用することをお勧めしま
す。CTMを利用して同時実行数を制御する方法については，「8.3.6　CTMを使用して同時実行数
を制御する」で説明します。

なお，Enterprise Beanの同時実行数制御のうち，実行待ちリクエストをキューの概念で
管理できるのは，Message-driven Beanだけです。Message-driven Beanでは，JMSの
キューを使用して実行待ちリクエストを管理します。これ以外の Enterprise Beanでは，
同時実行数以上のリクエストが送信された場合，設定に応じて次のどれかの処理が実行
されます。

●インスタンスに空きが出るまで待ち続ける

●すぐに例外としてクライアントに返却する

●インスタンス取得用に設定したタイムアウト時間が経過したら，例外としてクライア
ントに返却する（Stateless Session Beanのmethod-readyプールまたは Entity Bean
の poolプールの場合）

（2） Stateless Session Beanの同時実行数制御

Stateless Session Beanでは，インスタンスプーリングを利用できます。通常の同時アク
セス数をインスタンスプーリングの最小値として設定して，想定している最大同時アク
セス数以上の値を，インスタンスプーリングの上限値に指定します。これによって，通
常のアクセス時にはインスタンスを生成する時間を省略できるので，処理性能が向上し
ます。さらに，アクセス数が増大した場合でも，想定している最大同時アクセス数まで
は処理でき，それ以上のリクエストの実行は待たせるように制御できます。

なお，デフォルトの設定の場合，上限値以上のリクエストがエラーで返却されることは
ありません。プールされているインスタンスに空きができるまで待ち続けます。エラー
で返却したい場合は，必要に応じてインスタンス取得待ちのタイムアウトを設定してく
ださい。

（3） Stateful Session Beanの同時実行数制御

Stateful Session Beanでは，クライアントごとにセッションごとの状態があるため，厳
密な同時実行数制御はできません。ただし，セッション単位での流量制御（セッション
制御）ができます。

Enterprise Beanの種類 使用できる制御機能

Stateless Session Bean※ インスタンスプーリング

Stateful Session Bean セッション制御

Entity Bean インスタンスプーリングとセッション制御

Message-driven Bean インスタンスプーリング
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想定している最大同時セッション数以上の値を，セッション制御の上限値として指定し
ます。アクセス数が増大して，想定している最大同時セッション数以上のアクセスが
あった場合には，セッションを確立しないで，クライアントに例外
（java.rmi.RemoteException）を通知できます。

ポイント
 

リクエスト単位で同時実行制御が必要な場合は，サーブレット，JSPまたは Stateless 
Session Beanを経由して Stateful Session Beanを呼び出すことで，Webアプリケーション
の同時実行数制御またはインスタンスプーリングを利用した同時実行数制御ができるように
なります。

（4） Entity Beanの同時実行数制御

Entity Beanでは，クライアントごとに管理する状態を持つセッションの上限値の設定
とインスタンスプーリングによって，同時実行数の制御ができます。なお，セッション
数が上限に達した場合，インスタンスプーリングに空きがあっても，新しいセッション
でのリクエストは実行できません。

セッション数の上限を超えた場合は，セッションの作成に失敗した時点ですぐにクライ
アントに例外（java.rmi.RemoteException）が通知されます。また，デフォルトの設定
の場合，インスタンスプール数の上限値以上のリクエストは，エラーで返却されること
はなく，プールされているインスタンスに空きができるまで待ち続けます。エラーで返
却したい場合は，必要に応じてインスタンス取得待ちのタイムアウトを設定してくださ
い。

なお，Entity Beanに対するリクエストの実行では，データベースへのアクセスが発生
します。このため，同時実行できるリクエスト数は，データベースにアクセスするため
のコネクション数にも制限されます。

（5） Message-driven Beanの同時実行数制御

Message-driven Beanでは，インスタンスプーリングを利用できます。想定している最
大メッセージ数以上の値を，インスタンスプーリングの上限値として指定します。これ
によって，メッセージ到着時にインスタンスを生成する時間を省略できるので，処理性
能が向上します。さらに，メッセージ数が増大した場合でも，インスタンスプーリング
の上限値以上のメッセージは，実行を待たせるように制御できます。

なお，Message-driven Beanでは，JMSのキューによって，到着メッセージを実行待ち
キューで管理できます。
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参考
 

TP1インバウンド連携機能を使用して OpenTP1の SUPからMessage-driven Beanを呼び
出す場合や，Cosminexus JMSプロバイダを使用してMessage-driven Beanを呼び出す場
合，ここで説明した内容以外に，使用するコンポーネントを考慮した同時実行数を検討する
必要があります。詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基
本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の「1.2.3　OpenTP1からのアプリケーションサーバの呼
び出し（TP1インバウンド連携機能）の機能」，または「7.　Cosminexus JMSプロバイダ」
を参照してください。

8.3.6　CTMを使用して同時実行数を制御する
CTMを使用している場合，Stateless Session Beanの同時実行数を制御できます。

CTMは，J2EEサーバとは独立したプロセス群です。EJBクライアントと J2EEサーバ
間の Stateless Session Beanの呼び出しを中継し，Stateless Session Beanを呼び出す
際に，同時実行数制御をします。なお，CTMによる同時実行数制御の単位は J2EEアプ
リケーションです。

（1） CTMを使用した Stateless Session Beanの同時実行数制御

CTMによる同時実行数制御（流量制御）によって，次に示すチューニングができます。

● CPUや I／ O処理に掛かる負荷が異なる，複数の J2EEアプリケーションが J2EE
サーバ上にある場合に，それぞれの条件に適した同時実行数が設定できます。

● CTMで実行待ちキュー（スケジュールキュー）を管理するので，実行待ちリクエスト
数を一定数以下に保ち，それ以上のリクエストが送信された場合にはクライアントに
例外を通知できます。

●特定の J2EEサーバの負荷が高い場合に，ほかの J2EEサーバにリクエストを振り分
けられます。

CTMによる Stateless Session Beanの同時実行数制御の例を次の図に示します。
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図 8-5　CTMによる Stateless Session Beanの同時実行数制御の例

ポイント
 

CTMは同一ホスト上の J2EEサーバでの Stateless Session Beanの呼び出しを制御して，
そのホスト上での同時実行スレッド数を制御できます。アプリケーションサーバマシンのマ
シンスペックにも左右されますが，1台のマシン当たり CTMデーモンを 1プロセス起動し
て，J2EEサーバを 2～ 4プロセス起動する構成を推奨します。

なお，CTMによる同時実行スレッド数は，稼働中の CTMデーモンでも動的に変更でき
ます。

CTMの同時実行数を制御する機能の詳細，および稼働中の CTMデーモンで実行する
CTMの同時実行スレッド数動的変更の手順については，マニュアル「Cosminexus アプ
リケーションサーバ 機能解説 拡張編」の「3.4　リクエストの流量制御」を参照してく
ださい。

（2） EJBコンテナのインスタンスプーリングとの使い分けの指針

CTMを使用して同時実行数を制御することをお勧めします。なお，CTMによる同時実
行数制御は，EJBコンテナでのインスタンスプーリングを利用した同時実行数制御と併
用できます。

EJBコンテナの機能を使用した同時実行数制御に加えて，CTMによって同時実行数を制
御するメリットは，次のとおりです。

●ある EJBコンテナで同時実行数が上限に達した場合に，ほかの J2EEサーバにリクエ
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ストを振り分けられます。

●同時実行数が上限に達していなくても，特定の J2EEサーバの負荷が高い場合，ほか
の J2EEサーバにリクエストを振り分けられます。

● CTMで実行待ちキュー（スケジュールキュー）の管理をして，実行待ちリクエスト数
を一定に保ち，それ以上のリクエストを受け付けた場合はクライアントにエラーを通
知できます。

ポイント
 

CTMによる同時実行数制御と EJBコンテナでのインスタンスプーリングを併用する場合，
Stateless Session Beanのインスタンスプーリング数は CTMの同時実行数以上に設定する
必要があります。
また，運用時に CTMの同時実行数を動的に変更する場合は，Stateless Session Beanのイ
ンスタンスプーリング数の上限は無制限にする必要があります。なお，デフォルトでは無制
限に設定されています。デフォルトから変更しないでください。

8.3.7　同時実行数を最適化するためのチューニングパラメタ
ここでは，同時実行数の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） リクエスト処理スレッド数（インプロセス HTTPサーバ使用時）

インプロセス HTTPサーバを使用している場合の，リクエスト処理スレッド数のチュー
ニングパラメタの設定方法について説明します。

次の表に示す項目を Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-6　リクエスト処理スレッド数のチューニングパラメタ（インプロセス HTTPサーバ
使用時）

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

J2EEサーバ起動時に生
成するリクエスト処理
スレッド数

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.init_threads

Webクライアントとの
接続数の上限（リクエ
スト処理スレッド数の
上限）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_connecti
ons

Webクライアントとの
接続数の上限を超えた
場合に使用される TCP/
IPの Listenキュー
（バックログ）の最大値

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.backlog
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なお，Webサーバ連携で Hitachi Web Serverを使用している場合のチューニングパラメ
タについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） Webアプリケーションの同時実行数

URLグループ単位，Webアプリケーション単位，またはWebコンテナ単位に設定しま
す。

（a）URLグループ単位の同時実行数

URLグループ単位の同時実行数のチューニングパラメタの設定方法について説明しま
す。設定項目ごとに設定方法と設定個所が異なります。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-7　URLグループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（Smart Composer機能
で設定する項目）

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
WAR属性ファイルに定義します。

予備スレッド数の最大
数

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_spare_t
hreads

予備スレッド数の最小
数

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.min_spare_th
reads

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

Webコンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（Webサーバ連携時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.max_threads

Webコンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス HTTPサーバ使
用時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_e
xecute_threads

Webアプリケーション単位で同
時実行数を制御するかどうか

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.enable
d

デフォルトの実行待ちキューサ
イズ

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.queue
_size

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）
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表 8-8　URLグループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）で設定する項目）

（b）Webアプリケーション単位の同時実行数

Webアプリケーション単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法につい
て説明します。設定項目ごとに設定方法と設定個所が異なります。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-9　Webアプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（Smart 
Composer機能で設定する項目）

設定項目 設定個所（パラメタ名）

Webアプリケーション単位での最大同時
実行スレッド数

<thread-control>タグ下の <thread-control-max-threads>

Webアプリケーションの占有スレッド数 <thread-control>タグ下の
<thread-control-exclusive-threads>

Webアプリケーション単位の実行待ち
キューサイズ

<thread-control>タグ下の <thread-control-queue-size>

URLグループ単位の同時実行スレッド
数制御の定義名

<thread-control><urlgroup-thread-control>タグ下の
<urlgroup-thread-control-name>

URLグループ単位での最大同時実行ス
レッド数

<thread-control><urlgroup-thread-control>タグ下の
<urlgroup-thread-control-max-threads>

URLグループ単位の占有スレッド数 <thread-control><urlgroup-thread-control>タグ下の
<urlgroup-thread-control-exclusive-threads>

URLグループ単位の実行待ちキューサ
イズ

<thread-control><urlgroup-thread-control>タグ下の
<urlgroup-thread-control-queue-size>

URLグループ単位の制御対象となる
URLパターン

<thread-control><urlgroup-thread-control>タグ下の
<urlgroup-thread-control-mapping>

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

Webコンテナ単位での最大
同時実行スレッド数
（Webサーバ連携時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.max_threads

Webコンテナ単位での最大
同時実行スレッド数
（インプロセス HTTPサーバ
使用時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_exec
ute_threads

Webアプリケーション単位
で同時実行数を制御するかど
うか

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.enabled

デフォルトの実行待ちキュー
サイズ

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.queue_siz
e
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次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
WAR属性ファイルに定義します。

表 8-10　Webアプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理
コマンド（cjsetappprop）で設定する項目）

（c）Webコンテナ単位の同時実行数

Webコンテナ単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明し
ます。

次の表に示す項目を Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-11　Webコンテナ単位の同時実行数のチューニングパラメタ

参考
 

このほか，Webコンテナでは，リダイレクタからの TCP接続要求の最大待ち行列数も指定
できます（論理 J2EEサーバ（j2ee-server）の webserver.connector.ajp13.backlog）。ただ
し，これはソケットの Listenキューの大きさを指定するキーであり，リクエストの実行待
ちキューと直接の関係はありません。

（3） Enterprise Beanの同時実行数

Enterprise Beanの同時実行数は，Enterprise Bean単位に設定します。Enterprise 
Beanの種類ごとに説明します。

設定項目 設定個所（パラメタ名）

Webアプリケーション単位での最大同時
実行スレッド数

<thread-control-max-threads>

Webアプリケーションの占有スレッド数 <thread-control-exclusive-threads>

Webアプリケーション単位の実行待ち
キューサイズ

<thread-control-queue-size>

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

Webコンテナ単位での最大同
時実行スレッド数
（Webサーバ連携時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.max_threads

Webコンテナ単位での最大同
時実行スレッド数
（インプロセス HTTPサーバ使
用時）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max
_execute_threads
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（a）Stateless Session Beanの同時実行数

Stateless Session Beanの同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。

次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
Session Bean属性ファイルに定義します。

表 8-12　Stateless Session Beanの同時実行数のチューニングパラメタ

注※　運用時に CTMの同時実行数を動的に変更する場合は，最大値は無制限（「0」）に設定する必
要があります。

（b）Stateful Session Beanの同時実行数

Stateful Session Beanの同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。

次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
Session Bean属性ファイルに定義します。

表 8-13　Stateful Session Beanの同時実行数のチューニングパラメタ

（c）Entity Beanの同時実行数

Entity Beanの同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明します。

次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
Entity Bean属性ファイルに定義します。

表 8-14　Entity Beanの同時実行数のチューニングパラメタ

設定項目 設定個所（パラメタ名）

プールで管理するインスタンスの最大値 <stateless><pooled-instance>タグ下の <maximum>※

プールで管理するインスタンスの最小値 <stateless><pooled-instance>タグ下の <minimum>

設定項目 設定個所（パラメタ名）

クライアントから作成可能なセッション
の上限

<stateful>タグ下の <maximum-active-sessions>

使われていないインスタンスが削除され
るまでの時間（分）

<stateful>タグ下の <removal-timeout>

設定項目 設定個所（パラメタ名）

クライアントから作成可能な Entity Beanの最大値 <maximum-instances>

使われていない Entity Beanの EJBObjectが削除
されるまでの時間（分）

<entity-timeout>
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（d）Message-driven Beanの同時実行数

Message-driven Beanの同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。

次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは，
Message-driven Bean属性ファイルに定義します。

表 8-15　Message-driven Beanの同時実行数のチューニングパラメタ

（4） CTMで制御する同時実行数

CTMで制御する同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明しま
す。CTMデーモン，アプリケーション，および Stateless Session Beanに設定する項目
があります。

● CTMデーモンに設定する項目

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-16　CTMで制御する同時実行数のチューニングパラメタ（Smart Composer機能で
設定する項目）

● アプリケーションまたは Stateless Session Beanに設定する項目

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンドで設定します。パラメタは，アプリケーショ
ン属性ファイルまたは Session Bean属性ファイルに定義します。

表 8-17　CTMで制御する同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理コマンドで設
定する項目）

設定項目 設定個所（パラメタ名）

プールで管理するインスタンスの数の最大値 <pooled-instance><maximum>

プールで管理するインスタンスの数の最小値 <pooled-instance><minimum>

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

CTMが制御するスレッド
の最大値およびキューごと
のリクエストの登録数

論理 CTM
（component-transaction-mo
nitor）

ctm.DispatchParallelCount

設定項目 定義ファイル 設定対象 設定個所（パラメタ名）

アプリケーションを
CTMによる同時実行
数制御の対象にするか
どうか

アプリケーション
属性ファイル

アプリケーション <managed-by-ctm>
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注※　スケジュールキューを Bean単位に配置する場合に必要です。スケジュールキューの配置方
法は，アプリケーション属性ファイルの <scheduling-unit>タブに設定します。

アプリケーションの同
時実行スレッド数

アプリケーション
属性ファイル

アプリケーション <scheduling>タグ下の
<parallel-count>

Stateless Session 
Beanを CTMによる
同時実行数制御の対象
にするかどうか

Session Bean属性
ファイル

Stateless Session Bean <enable-scheduling>

Bean単位のキューに
ついての設定※

Session Bean属性
ファイル

Stateless Session Bean <scheduling>タグ下の
<parallel-count>

設定項目 定義ファイル 設定対象 設定個所（パラメタ名）
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8.4　Enterprise Beanの呼び出し方法を最適化
する

この節では，Enterprise Beanの呼び出し方を最適化する方法について説明します。

通常，Enterprise Beanは，リモートインタフェースを使用して RMI-IIOP経由で呼び
出されます。しかし，この方法の場合，同じ J2EEアプリケーションや同じ J2EEサー
バ内で動作している Enterprise Beanから呼び出すときにも，リモート接続と同じオー
バーヘッドが掛かってしまいます。

これに対して，Enterprise Beanの呼び出し方を最適化してスループットの向上を図るた
めに，次の呼び出し方法が使用できます。

●ローカルインタフェースを使用した呼び出し

●リモートインタフェースのローカル呼び出し

●リモートインタフェースの参照渡し

これらの呼び出し方法には，それぞれ，次の表に示す特徴があります。この表では，標
準仕様に準拠しているか（標準仕様），性能は向上するか（性能），位置透過性はあるか
（位置透過），保守性に優れているか（保守性）の四つの特徴で比較しています。アプリ
ケーションやシステムの特徴に応じて使い分けてください。

表 8-18　Enterprise Beanの呼び出し方法の特徴

（凡例）
○：対応している。／優れている。
△：対応しているが，一部制限がある。／やや悪い。
×：対応していない。／悪い。

なお，ローカルインタフェースの詳細については，EJBの仕様を参照してください。

リモートインタフェースのローカル呼び出しおよびリモートインタフェースの参照渡し
の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・
開発編 (EJBコンテナ )」の「2.13　EJBのリモートインタフェースの呼び出し」を参照
してください。

呼び出し方法の種類 標準仕様 性能 位置透過 保守性

ローカルインタフェース ○ ○ × ○

リモートインタフェースのローカル呼び出
し

○ △ ○ ○

リモートインタフェースの参照渡し × ○ △ ×
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8.4.1　ローカルインタフェースを使用する
アプリケーション開発時に，J2EE標準仕様に準拠したローカルインタフェースを使用す
る方法です。

ローカルインタフェースは，Enterprise Beanの呼び出しを通常の同一スレッドのメソッ
ド呼び出しとして実行する機能です。J2EEの標準機能なので，ポータビリティがありま
す。ただし，クライアント側，サーバ側の両方でローカル呼び出し専用のローカルイン
タフェースを使用したプログラムを作成する必要があるため，位置透過性はなくなりま
す。

なお，ローカルインタフェースは，参照渡しによる呼び出しになります。また，同一
J2EEサーバ内であっても，異なる J2EEアプリケーション間での呼び出しには適用で
きません。

8.4.2　リモートインタフェースのローカル呼び出し最適化機
能を使用する

同一アプリケーション内または同一 J2EEサーバ内での Enterprise Beanのリモートイ
ンタフェースによる呼び出しを，同一スレッドの延長によって実行する機能（ローカル
呼び出し最適化機能）を使用する方法です。クライアント側，サーバ側の両方でリモー
トインタフェースを使用したプログラムを作成するので，位置透過性が保てます。

なお，デフォルトの状態では，同一アプリケーション内のローカル呼び出し最適化機能
を使用する設定になっています。

8.4.3　リモートインタフェースの参照渡し機能を使用する
ローカル呼び出し最適化機能を使用する場合に，引数や戻り値で使用するオブジェクト
型などのサイズが大きいデータの受け渡しを参照渡しにすることで，処理の高速化を図
る方法です。

次のような条件の場合に，高速化が期待できます。

表 8-19　リモートインタフェースの参照渡しで高速化が期待できる条件

ただし，リモートインタフェースでのデータの受け渡しは本来値渡しです。このため，
値渡しを前提に作成されたプログラムは正しく動作しなくなるおそれがあるので注意し

項目 処理内容

ビジネスメソッドの処理 仮引数経由で取得したデータに対して，直接変更をしないで参
照だけする処理

ビジネスメソッドの引数と戻り値 配列や Collectionなどのクラスで大量のデータを受け渡す処理

呼び出す Enterprise Beanの位置 同一の J2EEアプリケーション内，または同一の J2EEサーバ
内
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てください。正しく動作しなくなるプログラムの例を次に示します。

図 8-6　正しく動作しなくなるプログラムの例

また，次の場合，この機能を使用しても効果がありません。

• プリミティブ型（単純型）の場合（常に値渡しになるため）
• 受け渡すデータのサイズが小さい場合

この機能は，J2EEサーバ単位または Enterprise Bean単位で設定できます。

8.4.4　Enterprise Beanの呼び出し方法を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，Enterprise Beanの呼び出し方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定方法についてまとめて示します。

（1） ローカルインタフェースの使用

アプリケーション作成時に，J2EEで定義されているローカルインタフェースを使用して
ください。

（2） リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用

リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタの設定方法に
ついて説明します。

次の表に示す項目を Smart Composer機能で設定します。パラメタは簡易構築定義ファ
イルに定義します。

表 8-20　リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタ

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

ローカル呼び出し最適
化機能の適用範囲

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

ejbserver.rmi.localinvocation.scope
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（3） リモートインタフェースの参照渡し機能の使用

リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタの設定方法について説
明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-21　リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（Smart 
Composer機能で設定する項目）

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。パラメタは
Session Bean属性ファイルまたは Entity Bean属性ファイルに定義します。

表 8-22　リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（サーバ管理
コマンド（cjsetappprop）で設定する項目）

設定項目 設定対象 パラメタ名

リモートインタフェース
の参照渡し機能の使用
（J2EEサーバ単位）

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

ejbserver.rmi.passbyreference

設定項目 パラメタ名

リモートインタフェースの参照渡し機能の
使用（Enterprise Bean単位）

<pass-by-reference>
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8.5　データベースへのアクセス方法を最適化す
る

データベースへのアクセス方法の最適化について説明します。

J2EEサーバでは，データベースアクセス方法のチューニングに次の 2種類の方法を使
用できます。

●コネクションプーリング

●ステートメントプーリング

8.5.1　コネクションプーリングを使用する
ここでは，J2EEサーバでコネクションプーリングを使用する利点と，コネクションプー
リングに関連して使用できる機能について説明します。

また，Cosminexus JPAプロバイダでは，DB Connectorのコネクションを取得します。
Cosminexus JPAプロバイダが使用するコネクション数の見積もりについては，マニュ
アル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能
)」の「6.2.4　DB Connectorのコネクション数の見積もり」を参照してください。

（1） コネクションプーリングを使用する利点

データベースなどの EISとのコネクションの確立は，負荷が高くなる処理です。コネク
ションプーリングを使用することで，負荷を軽くできます。コネクションプーリングは，
J2EEサーバによって一度取得，生成したコネクションをプールしておき，それを再利用
することで処理性能の向上を図る機能です。データベースなどにアクセスするたびにコ
ネクションを再取得する場合に比べて，性能劣化を防ぐ効果があります。

なお，EISとの接続方法によって，使用できる機能が異なります。詳細は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の
「3.14.1　コネクションプーリング」を参照してください。

なお，デフォルトの設定では，コネクションプーリングは有効になっています。

（2） 使用できる機能

コネクションプーリングで使用できる機能と設定時の指針について示します。

コネクションプーリングでは，次の機能を使用できます。

●プールするコネクションの最大値と最小値を指定する

●プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する※ 1

●コネクション取得失敗時にリトライする※ 2
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●スイーパによって使わないコネクションをプールから削除する※ 2

●コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしておく

●コネクション枯渇時のコネクション取得要求を取得待ちキューに入れる

●コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる

●コネクションプールをクラスタ化する※ 3

注※ 1　この機能を使用する場合，コネクションの検査にタイムアウトを設定することも
できます。

注※ 2　これらの機能は，デフォルトの設定では無効になっています。必要に応じて使用
してください。

注※ 3　この機能はデータベースが Oracle10g，または Oracle11gの場合に使用できま
す。

（a）プールするコネクションの最小値と最大値を指定する

コネクションプーリングを設定する場合は，プールするコネクションの最小値と最大値
を設定します。無制限にした場合はコネクションが無制限に確立されます。

最小値および最大値は，定常状態で発生するデータベースなどの EISへの同時アクセス
数，トランザクション数，業務の同時実行数などを参考にして決定してください。

（b）プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する

プール内のコネクションに障害が発生していないかどうかをコネクション取得時または
定期的にチェックして，障害が発生したコネクションをプールから削除します（コネク
ション障害検知）。コネクション取得時に障害が発生しているコネクションを取得してし
まうことを防ぎ，接続に失敗する可能性を低くできます。この機能は，DB Connectorを
使用してデータベースにアクセスするためのコネクションに対して有効です。なお，
SQL Serverを使用する場合，DB Connectorの selectMethodプロパティに directを指
定したときには，この機能は使用できません。

コネクション障害検知を実行するタイミングの使い分けの指針は次のとおりです。業務
の種類に応じて使い分けてください。

表 8-23　コネクション障害検知を実行するタイミングの使い分けの指針

業務の種類 タイミング

• EISとの接続の失敗が許
容されない業務

• コネクション取得頻度が
低い業務

コネクション取得時に障害検知を実行する設定をお勧めします。
コネクション取得時に掛かる処理時間は，コネクション障害検知
を実行しない場合に比べて多く掛かりますが，障害が発生してい
るコネクションを取得する可能性が低くなります。
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また，コネクション障害検知を実行する場合，コネクション障害検知の実行にタイムア
ウトを設定できます。サーバ障害やネットワーク障害が発生してリソースからの応答が
返らない場合，コネクション障害検知の実行に対しても応答が返らなくなることがあり
ます。タイムアウトを設定しておくことで，リソースからの応答が返らない場合も，コ
ネクション障害検知処理を終了して，処理を継続できます。なお，この場合は，コネク
ションに障害が発生していると判断されます。

ポイント
 

• コネクション障害検知にタイムアウトを設定した場合，システム内で，コネクションプー
ルのコネクション数に応じたコネクション管理スレッドが生成されます。このため，コネ
クション障害検知にタイムアウトを設定すると，設定しない場合に比べて多くのメモリを
消費するので，注意が必要です。
コネクション管理スレッドは，コネクションプールのコネクション数の最大値の 2倍の数
が作成されます。必要なメモリ使用量を適切に見積もってください。

• コネクション管理スレッドは，コネクション数調節機能のタイムアウトと共通で使用され
ます。このため，コネクション障害検知にタイムアウトを設定した場合，コネクション数
調節機能のタイムアウトも有効になります。

• コネクション障害検知のタイムアウトを有効にしてコネクション障害検知を実施する場
合，コネクションプールから取り除いた未使用コネクションは，コネクションプール内の
コネクション数としてカウントされません。そのため，コネクションプール内のコネク
ションとコネクションプールから取り除いた未使用コネクションの総数が，コネクション
プールのコネクション数の最大値を一時的に超える場合があります。

（c）コネクション取得失敗時にリトライする

コネクションの取得に失敗したときに，ユーザプログラムでリトライする必要がなくな
ります。業務処理のレスポンスが下がっても，障害発生による業務停止を防ぎたい場合
に設定してください。

リトライ回数とリトライ間隔を設定する場合の指針について次に示します。

●リトライ回数を増やしたり，リトライ間隔を大きくしたりすると，コネクション取得
処理が発生した場合に，待ち時間が発生するおそれがあります。

●リトライ間隔×リトライ回数の時間が長過ぎると，RMI-IIOP通信のタイムアウトな
どが発生しますが，タイムアウト後もリトライを続けます。このため，リトライ間隔
×リトライ回数の時間は，タイムアウト値以下の値になるように設定してください。

●同一リソースのコネクションを使用する業務の所要時間にも左右されますが，10秒以

• コネクション取得頻度が
高い業務

• 障害が発生したコネク
ションを取得してもある
程度許容されるような業
務

定期的に障害検知を実行する設定をお勧めします。チェック間隔
をある程度長くすることで，コネクション障害検知処理のために
性能が劣化することを防げます。ただし，障害が発生しているコ
ネクションを取得してしまうおそれがあります。

業務の種類 タイミング
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上を指定することを推奨します。

（d）スイーパによって使わないコネクションをプールから自動削除する

一定時間使用しなかったコネクションをスイーパによってプールから自動削除します。
コネクションを未使用のままプーリングすると問題が発生する場合に設定します。リ
ソースアダプタ単位に設定できます。

（e）コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしておく

J2EEサーバの起動時またはリソースアダプタのスタート時にコネクションを最小値まで
あらかじめ取得してプールしておく機能です。コネクションプールの使用を開始した直
後の，アプリケーションからのコネクション要求のレスポンスを向上できます。ただし，
J2EEサーバ起動またはリソースアダプタのスタート時の処理時間が掛かります。

（f） コネクション枯渇時のコネクション取得要求を待ち状態にする

プールしているコネクションをすべて使い切っている状態でコネクション取得要求が
あった場合に，コネクション取得要求を待ち状態にする機能です。

使用中のコネクションが解放されるか，コネクションが破棄されてコネクション最大数
よりも少なくなった場合に，すぐにコネクション取得要求を再開できます。また，待ち
時間も設定できるので，一定時間を経過してコネクションを取得できなかった場合はエ
ラーにできます。

（g）コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる

コネクションプール内に不要なコネクションがある場合に，コネクション数を段階的に
減らす機能です（コネクション数調節機能）。

一定間隔でコネクションプールの数をチェックします。チェック直前までの間の最大同
時実行コネクション数を基準として，プール内にそれ以上の数のコネクションがある場
合は，多い分のコネクションを削除します。これによって，プール内のコネクションは
実際の稼働実績に適した数になるので，コネクション生成コストの削減や，リソース資
源の節約ができます。

また，コネクションの削除処理にタイムアウトを設定できます。タイムアウトには，コ
ネクション管理スレッドを使用します。なお，コネクション管理スレッドは，コネク
ション障害検知のタイムアウトでも使用されます。
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ポイント
 

コネクション管理スレッドは，コネクション障害検知のタイムアウトと共通で使用されま
す。このため，コネクション数調節機能にタイムアウトを設定した場合，コネクション障害
検知のタイムアウトも有効になります。
また，コネクション数調節機能を使用すると，コネクションプールのコネクション数を調整
するために取り除いた未使用コネクションは，コネクションプール内のコネクション数とし
てカウントされません。そのため，コネクションプール内のコネクションとコネクション
プールから取り除いた未使用コネクションの総数が，コネクションプールのコネクション数
の最大値を一時的に超える場合があります。

（h）コネクションプールをクラスタ化する

データベースをクラスタ構成にしている場合，コネクションプールもクラスタ構成にし
て，クラスタ構成になっているデータベースノードごとにコネクションプールを保持で
きます（コネクションプールのクラスタ化機能）。データベースノードとコネクション
プールは 1:1で対応しています。データベースノードに障害が発生するとそれに対応す
るコネクションプールも一時停止し，使用できなくなります。これによって，障害が発
生したコネクションを使用するおそれがなくなるため，システムの可用性が向上します。

8.5.2　ステートメントプーリングを使用する
ここでは，ステートメントプーリングを使用する利点と，設定の指針について説明しま
す。

この機能は，DB Connectorを利用している場合に使用できる機能です。また，使用でき
るかどうかは，EISとの接続方法によって異なります。XDM/RD E2 11-01以前のバー
ジョンの場合，ステートメントプーリングは使用できません。詳細は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )」の
「3.14.4　ステートメントプーリング」を参照してください。

（1） ステートメントプーリングを使用する利点

データベースにアクセスするときに必要な SQL文やストアドプロシジャなどのステート
メントの生成は，負荷が高くなる処理です。ステートメントプーリングを使用すること
で，負荷を軽くできます。ステートメントプーリングは，一度生成したステートメント
である PreparedStatementと CallableStatementをプーリングしておき，それを再利用
することで処理性能の向上を図る機能です。データベースなどにアクセスするたびにス
テートメントを再生成する場合に比べて，処理性能が向上します。

なお，PreparedStatementおよび CallableStatementとは，それぞれ，JDBCの API
である java.sql.PreparedStatementと java.sql.CallableStatementのインスタンスで
す。

（2） 設定の指針

ステートメントプーリングを利用するためには，アプリケーション開発時に次の点に留
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意する必要があります。

• 同じシグネチャを持つ java.sql.Connection#prepareStatementメソッドを使用しま
す。

• java.sql.Connection#prepareStatementメソッドでは同じ引数値を指定します。

これらを満たさないアプリケーションでは，ステートメントプーリングは有効に動作し
ません。

また，ステートメントプーリングを使用するときには，コネクションプーリングとの関
連を理解した上で使用してください。アプリケーション構成および環境設定時に留意す
る点を次に示します。

• 物理コネクションのインスタンスごとに PreparedStatementおよび
CallableStatementがプールされます。このため，コネクション取得時にプールされ
ているコネクションが複数ある場合には，ステートメントがまだプールされていない
コネクションが割り当てられることがあります。

• それぞれのステートメントのインスタンスをプールするときには，使用している
JDBCドライバのコネクションごとの上限値を考慮してプールサイズを設定する必要
があります。

コネクションプールとステートメントプールの関係を次の図に示します。

図 8-7　コネクションプールとステートメントプールの関係

ステートメントプーリングのプールサイズを決めるときには，業務処理の内容に応じて，
コネクションプーリングとの関係を考慮した上で決めてください。例えば，異なる業務
処理で同じデータベースを使用する場合であっても，異なるテーブルにアクセスする場
合や異なる SQL文を使用する場合は，一つの DB Connectorでコネクションプールとス
テートメントプールのサイズを大きくするよりも，業務処理ごとに別々の DB Connector
を用意して，その業務で必要な分だけの小さなコネクションプールやステートメント
プールを用意する方が，効率が良い場合があります。
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図 8-8　業務処理に応じたコネクションプールとステートメントプールの利用

ただし，DB Connectorを複数用意してプールサイズを小さくすると，業務ごとにプール
されているコネクション数の余裕がなくなり，アクセスのピーク時にコネクション不足
が発生するおそれがあります。このため，業務の同時実行数などを詳細に見積もって，
コネクション数不足ができるだけ発生しないようにチューニングしてください。また，
プールのサイズは，業務処理ごとに，どのくらいのステートメントを利用するかによっ
て調整してください。

一つの DB Connectorを利用する場合のステートメントプールサイズは，次の値を集計
して決定します。

PreparedStatementのプールサイズを設定する指針とサイズの算出方法
コネクションごとの JDBCドライバのリソース制限を上限として，同一の DB 
Connectorを利用する PreparedStatementの利用数を基に算出してください。な
お，JDBCドライバのリソース制限については，使用している JDBCドライバの制
限値に従ってください。
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利用数は，次の数を集計して求めます。
• サーブレットおよび JSPから，異なる引数を指定して

java.sql.Connection#prepareStatementメソッドを呼び出している数
• Session Beanおよび Entity Bean（BMP）から，異なる引数を指定して

java.sql.Connection#prepareStatementメソッドを呼び出している数
• Entity Bean（CMP）に対して，J2EEサーバが内部的に PreparedStatementで
使用する SQLの数

• Message-driven Beanから，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareStatementメソッドを呼び出している数

CallableStatementのプールサイズを設定する指針とサイズの算出方法
コネクションごとの JDBCドライバのリソース制限を上限として，同一の DB 
Connectorを利用する CallableStatementの利用数を基に算出してください。なお，
JDBCドライバのリソース制限については，使用している JDBCドライバの制限値
に従ってください。
利用数は，次の数を集計して求めます。
• サーブレットおよび JSPから，異なる引数を指定して

java.sql.Connection#prepareCallメソッドを呼び出している数
• Session Beanおよび Entity Bean（BMP）から，異なる引数を指定して

java.sql.Connection#prepareCallメソッドを呼び出している数
• Message-driven Beanから，異なる引数を指定して

java.sql.Connection#prepareCallメソッドを呼び出している数

8.5.3　データベースへのアクセス方法を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，データベースへのアクセス方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定方法についてまとめて示します。

（1） コネクションプーリング

コネクションプーリングのチューニングパラメタの設定方法について説明します。

次の表に示す項目は，リソースアダプタ単位に，サーバ管理コマンド（cjsetresprop/
cjsetrarprop）で設定します。パラメタは，Connector属性ファイルに定義します。

表 8-24　コネクションプーリングのチューニングパラメタ

設定項目 設定個所（パラメタ名）※ 1

コネクションプールにプールするコネク
ションの最小値

<property>タグに指定するMinPoolSize

コネクションプールにプールするコネク
ションの最大値

<property>タグに指定するMaxPoolSize
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注※ 1　コネクションプールのクラスタ化機能を使用している場合は，メンバリソースアダプタで設
定します。
注※ 2　コネクションプールのクラスタ化機能を使用している場合は，設定できません。
注※ 3　コネクション障害検知のタイムアウトとコネクション数調節機能のタイムアウトでは，共通
のコネクション管理メソッドを使用します。このため，どちらかのタイムアウトを設定すると，コ
ネクション障害検知とコネクション数調節機能の両方のタイムアウトが有効になります。コネク
ション障害検知，およびコネクション数調節機能のタイムアウト時間を変更したい場合は，簡易構
築定義ファイルで設定する J2EEサーバ用のパラメタ
（ejbserver.connectionpool.validation.timeout）の設定を変更してください。詳細は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.14.1　J2EEサー
バ用ユーザプロパティを設定するパラメタ」を参照してください。

プール内のコネクションに障害が発生して
いるかどうかをチェックする方法の選択

<property>タグに指定する ValidationType

プール内のコネクションに障害が発生して
いるかどうかのチェックを定期的に実行す
る場合の間隔

<property>タグに指定する ValidationInterval

コネクション枯渇時にコネクション取得要
求をキューで管理するかどうかの選択

<property>タグに指定する RequestQueueEnable

コネクション枯渇時のコネクション取得要
求をキューで管理する場合の待ち時間

<property>タグに指定する RequestQueueTimeout

コネクションの取得に失敗した場合のリト
ライ回数※ 2

<property>タグに指定する RetryCount

コネクションの取得に失敗した場合のリト
ライ間隔※ 2

<property>タグに指定する RetryInterval

コネクションの最終利用時刻からコネク
ションを自動破棄するかを判定するまでの
時間

<property>タグに指定する ConnectionTimeout

コネクションの自動破棄（コネクションス
イーパ）が動作する間隔

<property>タグに指定する SweeperInterval

コネクションのウォーミングアップを使用
するかどうかの選択

<property>タグに指定するWarmup

コネクション障害検知にタイムアウト時間
を設定するかどうかの選択※ 3

<property>タグに指定する NetworkFailureTimeout

コネクション数調節機能での削除処理にタ
イムアウト時間を設定するかどうかの選択※
3

コネクション数調節機能が動作する間隔 <property>タグに指定する
ConnectionPoolAdjustmentInterval

設定項目 設定個所（パラメタ名）※ 1
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ポイント
 

HiRDBでコネクションプーリング機能を使用する場合，次の設定が必要です。
• HiRDBクライアント環境変数の PDSWATCHTIMEに「0」を指定してください。この
パラメタについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

XDM/RD E2でコネクションプーリング機能を使用する場合，次の設定が必要です。
• DBコネクションサーバのコントロール空間起動制御文／サーバ空間起動制御文の

SVINTERVALパラメタに「0」を指定してください。このパラメタについては，マニュ
アル「VOS3　Database Connection Server」を参照してください。

（2） ステートメントプーリング

ステートメントプーリングのチューニングパラメタの設定方法について説明します。

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetresprop/cjsetrarprop）で設定します。
パラメタは，Connector属性ファイルに定義します。

表 8-25　ステートメントプーリングのチューニングパラメタ

注※　コネクションプールのクラスタ化機能を使用している場合は，メンバリソースアダプタで設
定します。

設定項目 パラメタ名※

物理コネクションごとにプールする
PreparedStatementの数

<config-property>タグに指定する
PreparedStatementPoolSize

物理コネクションごとにプールする
CallableStatementの数

<config-property>タグに指定する
CallableStatementPoolSize
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8.6　タイムアウトを設定する
アプリケーションサーバのシステムでは，トラブル発生時にリクエストの応答が戻って
こない状態になることを防ぐために，幾つかのポイントにタイムアウトを設定できます。

この節では，システム全体でタイムアウトが設定できるポイントと，設定する場合の指
針について説明します。

参考
 

TP1インバウンド連携機能を使用して OpenTP1からアプリケーションサーバを呼び出す場
合，この節で説明する内容のほか，OpenTP1側の設定を考慮したタイムアウトの設定が必
要です。詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編
(コンテナ共通機能 )」の「1.2.3　OpenTP1からのアプリケーションサーバの呼び出し
（TP1インバウンド連携機能）の機能」を参照してください。

8.6.1　タイムアウトが設定できるポイント
J2EEアプリケーションを実行するシステムでは，次の図に示すポイントにタイムアウト
が設定できます。なお，次の図は，クライアントがWebブラウザの場合です。また，
Webサーバ連携をする場合とインプロセス HTTPサーバを使用する場合で，ポイントが
異なります。
388



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
図 8-9　タイムアウトが設定できるポイント（Webサーバ連携の場合）

なお，クライアントが EJBクライアントの場合は，Webコンテナを EJBクライアント
に置き換えてください。EJBクライアントからデータベースまでの範囲のタイムアウト
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が設定できます。

また，インプロセス HTTPサーバを使用する場合は，リダイレクタは該当しません。こ
のため，タイムアウトを設定するポイントとして，ポイント 2～ 5と 12は該当しませ
ん。インプロセス HTTPサーバを使用する場合にタイムアウトが設定できるポイントに
ついて，次の図に示します。
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図 8-10　タイムアウトが設定できるポイント（インプロセス HTTPサーバの場合）
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それぞれのポイントに設定するタイムアウトは，次の表に示すような用途で使い分けら
れます。

表 8-26　各ポイントに設定するタイムアウトの目的とデフォルトのタイムアウト設定

注※　CTMを使用している場合にだけ存在するポイントです。CTMを利用しない構成の場合，ポ
イント 7の範囲はWebコンテナから EJBコンテナに EJBリモート呼び出しを実行してから，EJB
コンテナからWebコンテナに実行結果が送信されるまでの間になります。

ポイン
ト

タイムアウトの種類 主な用途

1 サーバ側で設定するクライアントから
のリクエスト受信およびクライアント
へのデータ送信のタイムアウト

Webサーバ連携の場合
通信路の障害，またはWebサーバの障害の検
知

インプロセス HTTPサーバの場合
通信路の障害，または不正なクライアントか
らのアクセスの検知

2 リダイレクタ側で設定するWebコンテ
ナへのリクエスト送信処理のうち，コ
ネクション確立のタイムアウト

通信路の障害またはWebコンテナの障害検知

3 リダイレクタ側で設定するWebコンテ
ナへのリクエスト送信処理のうち，リ
クエストヘッダおよびリクエストボ
ディ送信のタイムアウト

通信路の障害またはWebコンテナの障害検知

4 リダイレクタ側で設定するWebコンテ
ナからのデータ受信のタイムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど），または通信路の障害の検知

5 Webコンテナ側で設定するリダイレク
タからのデータ受信のタイムアウト

通信路の障害またはWebサーバの障害検知

6 Webアプリケーションで設定するメ
ソッドの実行時間のタイムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

7 EJBクライアント側で設定する
Enterprise Beanのリモート呼び出し
（RMI-IIOP通信）と JNDIネーミング
サービス呼び出しのタイムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど），または通信路の障害の検知

8※ EJBクライアント側で設定する CTM
からの Enterprise Bean呼び出しのタ
イムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど），または通信路の障害の検知

9 EJBで設定するメソッドの実行時間の
タイムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

10 EJBコンテナ側で設定するデータベー
スのトランザクションタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

11 データベースのタイムアウト データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

12 Webコンテナ側で設定するリダイレク
タへのレスポンス送信のタイムアウト

通信路の障害またはリダイレクタの障害検知
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これらのタイムアウトの基本的な設定指針は次のとおりです。

●タイムアウト値の設定は，呼び出し元（Webクライアントまたは EJBクライアント）
に近いほど大きな値を設定するのが原則です。このため，次の関係で設定することを
推奨します。
• ポイント 1<ポイント 5
• ポイント 4>ポイント 6>ポイント 7
• ポイント 7=ポイント 8>ポイント 9>ポイント 10
• ポイント 10＜ポイント 11
• ポイント 4>ポイント 6
• ポイント 1＜ポイント 12

● 4，7，10，11のポイントのタイムアウト値を設定する場合は，呼び出し処理に通常ど
の程度の時間が掛かっているかを見極めた上で，呼び出す処理（業務）ごとに算出し
て設定してください。

なお，1～ 12のポイントは，システムでの位置づけによって，次の三つに分けられま
す。

●Webフロントシステムで意識する必要があるポイント（1～ 6，および 12）
詳細は，「8.6.2　Webフロントシステムでのタイムアウトを設定する」を参照してく
ださい。

●バックシステムで意識する必要があるポイント（7～ 9）
詳細は，「8.6.3　バックシステムでのタイムアウトを設定する」を参照してください。

●データベース接続時に意識する必要があるポイント（10と 11）
このポイントは，さらにトランザクションでのタイムアウトとデータベースでのタイ
ムアウトに分けて意識する必要があります。
詳細は，「8.6.4　トランザクションタイムアウトを設定する」および「8.6.5　データ
ベースでのタイムアウトを設定する」を参照してください。

それぞれのポイントでの設定については，「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニング
パラメタ」を参照してください。

参考
 

それぞれのポイントのデフォルト値は次のとおりです。
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8.6.2　Webフロントシステムでのタイムアウトを設定する
ここでは，Webフロントシステムでのタイムアウトの設定について説明します。

Webフロントシステムのタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウト
のうち，次の図に示す，1～ 6および 12のポイントについて意識する必要があります。
この番号は，図 8-9または図 8-10と対応しています。

ポイント デフォルト値

1 300秒

2 30秒

3 100秒

4 3,600秒

5 600秒

6 設定されていません。タイムアウトしません。

7 設定されていません。レスポンスを待ち続けます。

8 ポイント 7と同じ値が Enterprise Bean呼び出し時に自動的に引き継がれて設
定されます。

9 設定されていません。タイムアウトしません。

10 180秒

11 データベースの種類とタイムアウトの設定個所ごとに異なります。
HiRDBの場合

ロック解放待ちタイムアウト：180秒
レスポンスタイムアウト：0秒（HiRDBクライアントは HiRDBサーバか
らの応答があるまで待ち続けます）
リクエスト間隔タイムアウト：600秒

Oracleの場合（グローバルトランザクションを使用するとき）
ロック解放待ちタイムアウト：60秒

SQL Serverの場合
メモリ取得待ちタイムアウト：-1（-1を指定した場合の動作は，SQL 
Serverのドキュメントを参照してください）
ロック解放待ちタイムアウト：-1（ロックが解放されるまで待ち続けます）

XDM/RD E2の場合
ロック解放待ちタイムアウト：なし（タイムアウト時間を監視しません）
SQL実行 CPU時間タイムアウト：10秒
SQL実行経過時間タイムアウト：0秒（タイムアウト時間を監視しません）
トランザクション経過時間タイムアウト：600秒
レスポンスタイムアウト：0秒（HiRDBクライアントは XDM/RD E2サー
バからの応答があるまで待ち続けます）

12 600秒
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ポイント
 

インプロセス HTTPサーバを使用する場合，設定できるのは 1と 6のポイントです。2～
5，および 12のポイントは該当しません。

　

図 8-11　Webフロントシステムの場合に意識するタイムアウトのポイント（1～ 6，お
よび 12のポイント）

●Webサーバでのクライアントからのリクエスト受信，およびクライアントへのデータ
送信待ち時間（1のポイント）
Webブラウザからの要求が滞った場合に，タイムアウトによってリダイレクタのリ
ソースを解放します。また，Webブラウザへの応答が滞った場合（Webブラウザが受
信しない場合）に，タイムアウトによってリダイレクタおよび J2EEサーバ内のWeb
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コンテナのリソースを解放します。
Webサーバ連携の場合，これらの待ち時間には，同じ値が設定されます。
インプロセス HTTPサーバを使用する場合，クライアントからのリクエスト受信待ち
時間と，クライアントへのデータ送信待ち時間には，それぞれ異なる値を指定できま
す。

●Webサーバに登録したリダイレクタでのWebコンテナへのリクエスト送信待ち時間
（2および 3のポイント）
リダイレクタからWebコンテナへのリクエスト送信時に，Webコンテナ自体のトラ
ブル，またはリダイレクタとWebコンテナ間の通信路でのトラブルによって制御が戻
らなくなった場合に，タイムアウトによってリダイレクタのリソースを解放します。
また，同時にWebブラウザにエラーを通知します。Webサーバと連携する場合にだ
け設定できるポイントです。
ポイント 2はWebコンテナとのコネクション確立の待ち時間，ポイント 3はWebコ
ンテナへのリクエスト送信処理の待ち時間です。

●Webサーバに登録したリダイレクタでのWebコンテナからのデータ受信待ち時間（4
のポイント）
J2EEアプリケーションで何かのトラブルが発生して制御が戻らなくなった場合に，
タイムアウトによってリダイレクタのリソースを解放します。また，同時にWebブラ
ウザにエラーを通知します。Webサーバと連携する場合にだけ設定できるポイントで
す。

ポイント
 

設定の単位はワーカです。このため，業務によって処理に掛かる時間が異なる場合は，業務
に対応するWebアプリケーション単位でワーカを定義してタイムアウトを設定することを
お勧めします。

●Webコンテナでのリダイレクタからのデータ受信待ち時間（5のポイント）
ブラウザからの要求が滞ったときに，J2EEサーバ（Webコンテナ）のリソースを解
放します。Webサーバと連携する場合にだけ設定できるポイントです。

●Webコンテナ上でのリクエスト処理待ち時間（6のポイント）
J2EEアプリケーションの実行時間監視機能を利用します。
「8.6.6　J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウトを設定する」を参照してくだ
さい。

●Webコンテナからリダイレクタへのレスポンス送信待ち時間（12のポイント）
Webコンテナからリダイレクタへのレスポンス送信時に，リダイレクタ自体のトラブ
ル，またはリダイレクタとWebコンテナ間の通信路でのトラブルによって制御が戻ら
なくなった場合に，タイムアウトによってWebコンテナのリソースを解放します。ま
た，同時にWebブラウザにエラーを通知します。Webサーバと連携する場合にだけ
設定できるポイントです。
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8.6.3　バックシステムでのタイムアウトを設定する
ここでは，バックシステムでのタイムアウトの設定について説明します。なお，バック
システムでのタイムアウトのうち，データベースなどの EISとのトランザクションに関
連するタイムアウトについては，「8.6.4　トランザクションタイムアウトを設定する」で
説明します。ここでは EJBクライアントと EJBコンテナに関連するタイムアウトにつ
いて説明します。

バックシステムのタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
次の図に示す，7～ 9のポイントについて意識する必要があります。なお，この番号は，
図 8-9または図 8-10と対応しています。

図 8-12　バックシステムの場合に意識するタイムアウトのポイント

● Enterprise Beanをリモート呼び出し（RMI-IIOP通信）する場合と CORBAネーミン
グサービスを呼び出す場合のクライアント側待ち時間（7のポイント）
CORBAネーミングサービスまたは J2EEアプリケーションへのアクセスで何かのト
ラブルが発生して制御が戻らなくなった場合に，タイムアウトによって EJBクライア
ントにエラーを通知します。

● CTMまたは EJBクライアントから Enterprise Beanを呼び出す場合のクライアント側
待ち時間（8のポイント）
J2EEアプリケーションで，無限ループやデッドロックなど何らかのトラブルが発生
した場合に，CTMのリソースを解放します。また，EJBクライアントにエラーを通
知します。
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ポイント
 

EJBクライアントから Enterprise Beanを呼び出す場合，タイムアウトは
usrconf.propertiesまたはアプリケーションサーバが提供する API
（com.hitachi.software.ejb.ejbclient.RequestTimeoutConfigクラスのメソッド）に指定でき
ます。
usrconf.propertiesの定義は，プロセス全体に影響します。APIに指定したタイムアウトは，
ビジネスメソッドを呼び出すスレッドまたはオブジェクトの範囲に影響します。また，API
の指定は，usrconf.propertiesの定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.propertiesに定義して，呼び出
す業務によって細かく設定したい値は適宜 APIを使用して設定することをお勧めします。

Enterprise Beanの呼び出しでタイムアウトが発生した場合，EJBクライアント側に
は，javax.rmi.RemoteException（org.omg.CORBA.TIMEOUTなど）例外が通知さ
れます。これによって，クライアント側のリクエストはキャンセルされます。ただし，
この時点でサーバ側の Enterprise Beanの処理がすでに開始されていた場合は，その
まま処理が継続されます。このため，タイムアウトが発生した場合でも，サーバ側の
処理は正常に終了することがあります。

● EJBコンテナ上でのメソッド処理待ち時間（9のポイント）
J2EEアプリケーションの実行時間監視機能を利用します。
「8.6.6　J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウトを設定する」を参照してくだ
さい。

また，9のポイントで，Stateless Session Beanのmethod-readyプールおよび Entity 
Beanの poolプールのインスタンスが時間内に取得できない場合も，タイムアウトが設
定できます。この場合は，クライアントに java.rmi.RemoteException（リモートクライ
アントの場合）または javax.ejb.EJBException（ローカルクライアントの場合）が送出
されます。

8.6.4　トランザクションタイムアウトを設定する
ここでは，トランザクションタイムアウトの設定について説明します。トランザクショ
ンタイムアウトは，データベースシステムなど EISとのトランザクションに設定します。
DB Connectorを使用してデータベースにアクセスするときのトランザクションタイムア
ウトについて説明します。

トランザクションタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
EJBコンテナとデータベースのトランザクション（図の 10のポイント）について意識す
る必要があります。なお，この番号は，図 8-9または図 8-10と対応しています。
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図 8-13　EISとのトランザクションで意識するタイムアウトのポイント

トランザクションタイムアウトが発生すると，アプリケーションサーバによって，次の
処理が実行されます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• トランザクションに参加しているコネクションはクローズされ，コネクションプール
から削除されます。
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ポイント
 

トランザクションのタイムアウトは，CMTの場合と BMTの場合で設定方法が異なります。
• CMTの場合

CMTの場合，トランザクションのタイムアウトは，usrconf.propertiesで定義するか，ま
たは Enterprise Bean，インタフェース，もしくはメソッドの属性として設定できます。
Enterprise Bean，インタフェースまたはメソッドの属性は，サーバ管理コマンドで設定
します。
usrconf.propertiesの定義は，プロセス全体に影響します。Enterprise Bean，インタ
フェースまたはメソッドの属性に設定したタイムアウトは，該当する Enterprise Bean，
インタフェースまたはメソッドが使用するトランザクションの範囲だけに影響します。ま
た，この指定は，usrconf.propertiesの定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.propertiesに定義して，呼び
出す業務によって細かく設定したい値は Enterprise Bean，インタフェース，またはメ
ソッドの属性として設定することをお勧めします。

• BMTの場合
BMTの場合，トランザクションのタイムアウトは，usrconf.propertiesまたは JTAの
API（javax.transaction.UserTransaction#setTransactionTimeoutメソッド）に指定で
きます。
usrconf.propertiesの定義は，プロセス全体に影響します。APIに指定したタイムアウト
は，APIを発行したトランザクションの範囲だけに影響します。また，APIの指定は，
usrconf.propertiesの定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.propertiesに定義して，呼び
出す業務によって細かく設定したい値は適宜 APIを使用して設定することをお勧めしま
す。

トランザクションタイムアウトが発生した場合，ユーザアプリケーションに例外は通知
されません。ただし，メッセージ KDJE31002-Wがログファイルと J2EEサーバのコン
ソールに出力されます。また，トランザクションタイムアウトが発生したあとで，ユー
ザアプリケーションから該当するトランザクションを使用して JTAインタフェースまた
は JDBCインタフェースを使用しようとすると，例外が通知されます。

8.6.5　データベースでのタイムアウトを設定する
ここでは，次に示すデータベースでのタイムアウトの設定について説明します。

● HiRDB

● Oracle

● SQL Server

● XDM/RD E2

なお，Oracleの場合は，グローバルトランザクションとローカルトランザクションのど
ちらを使用しているかによって，設定できる項目が異なります。
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（1） HiRDBのタイムアウト

HiRDBでは，次の 3種類のタイムアウトを設定できます。

●ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
HiRDBサーバのシステム共通定義の pd_lck_wait_timeoutパラメタに設定します。
ここで設定するタイムアウト時間は，排他待ち時間を監視する最大時間です。排他待
ち時間とは，排他要求が待ち状態になってから解除されるまでの時間です。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよびHiRDBによって
実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDBのメッセージ KFPA11770-Iが出力され
ます。または，デッドロックが発生したことを示す HiRDBのメッセージ
KFPA11911-Eが出力されます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• ユーザアプリケーションのビジネスメソッド終了後に，コネクションはクローズさ
れ，コネクションプールから削除されます。

●レスポンスタイムアウト
データベースシステムのサーバ側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDBのクライアント環境変数の PDCWAITTIMEに設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，HiRDBクライアントからHiRDBサーバに要求をしてから，応
答が戻ってくるまでのHiRDBクライアントの最大待ち時間です。長時間 SQLの時間
を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよびHiRDBによって
実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDBのメッセージ KFPA11732-Eが出力さ
れます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。

●リクエスト間隔タイムアウト
データベースシステムのクライアント側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDBのクライアント環境変数の PDSWAITTIMEに設定します。ここで設定する
タイムアウトは，HiRDBサーバがHiRDBクライアントからの要求に対する応答を返
してから，次にHiRDBクライアントから要求が送信されるまでの HiRDBサーバの
最大待ち時間です。時間監視は，トランザクションの処理中（SQL実行開始からコ
ミットまたはロールバックまでの間）が対象になります。HiRDBクライアントから
の要求がHiRDBサーバに到着した段階でリセットされます。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよびHiRDBによって
実行される動作は次のとおりです。
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• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDBのメッセージ KFPA11723-Eが出力さ
れます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。

（2） Oracleのタイムアウト（ローカルトランザクションの場合）

Oracleでローカルトランザクションを使用している場合は，次のタイムアウトを設定で
きます。

●クエリータイムアウト
クエリータイムアウトは，JDBCドライバとして Oracle JDBC Thin Driverを使用す
る場合だけ設定できるタイムアウトです。java.sql.Statementクラスの
setQueryTimeoutメソッドを利用してタイムアウトを設定します。ただし，このタイ
ムアウトが有効になるのは，MTS接続の場合だけです。専用接続では無効です。詳細
はオラクルのサポートサービスにお問い合わせください。

なお，デッドロックが発生した場合は，Oracleのメッセージ ORA-00060が出力されま
す。また，アプリケーションサーバによってユーザアプリケーションのビジネスメソッ
ド終了後にコネクションがクローズされ，コネクションプールから削除されます。

（3） Oracleのタイムアウト（グローバルトランザクションの場合）

Oracleでグローバルトランザクションを使用している場合は，次のタイムアウトを設定
できます。

●クエリータイムアウト
クエリータイムアウトについては，「(2) Oracleのタイムアウト（ローカルトランザク
ションの場合）」のクエリータイムアウトの説明を参照してください。

●ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
Oracleのサーバ定義の DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUTパラメタに設定します。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび Oracleによって実
行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す Oracleのメッセージ ORA-02049が出力されま
す。または，デッドロックが発生したことを示す Oracleのメッセージ ORA-00060
が出力されます。

• ユーザアプリケーションのビジネスメソッド終了後に，コネクションはクローズさ
れ，コネクションプールから削除されます。

なお，実行中のトランザクションはロールバックされません。
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（4） SQL Serverのタイムアウト

SQL Serverでは，次の 2種類のタイムアウトを設定できます。

●メモリ取得待ちタイムアウト
SQL実行時のメモリ取得待ち時間を監視するために設定するタイムアウトです。SQL 
Serverの環境設定オプションの query waitパラメタに設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，SQLの実行に必要なメモリが得られなかったときのメモリ取得
待ち時間です。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび SQL Serverに
よって実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す SQL Serverのメッセージ 8645が出力されま
す。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。

●ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
SQL Serverの SET LOCK_TIMEOUTステートメントを実行することで設定します。
ここで設定するタイムアウト時間は，ロックが解除されるまでの待ち時間です。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび SQL Serverに
よって実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す SQL Serverのメッセージ 1222が出力されま
す。

• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。

また，SQL Serverでデッドロックが発生した場合にアプリケーションサーバおよび
SQL Serverによって実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• デッドロックが発生したことを示す SQL Serverのメッセージ 1205が出力されま
す。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。 
• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。

（5） XDM/RD E2のタイムアウト

XDM/RD E2では，次の 5種類のタイムアウトを設定できます。

●ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
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XDM/BASEのシステムオプション定義の TIMERパラメタに設定します。ここで設
定するタイムアウト時間は，排他待ち時間を監視する最大時間です。排他待ち時間と
は，排他要求が待ち状態になってから解除されるまでの時間です。
このタイムアウトが発生した場合に，アプリケーションサーバおよび XDM/RD E2に
よって実行される動作は次のとおりです。
• J2EEアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトまたはデッドロックが発生したことを示す XDM/RD E2のメッセージ

JXZ1911Iが出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• J2EEアプリケーションのビジネスメソッドの終了後に，コネクションはクローズ
され，コネクションプールから削除されます。

また，XDM/RD E2でデッドロックが発生したときの動作は，ロック解放待ちタイム
アウトが発生したときと同じになります。

● SQL実行 CPU時間タイムアウト
SQL実行時の CPU処理時間を監視するために設定するタイムアウトです。DBコネ
クションサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動制御文の
SQLCTIMEパラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，一つの
SQLを実行したときの CPU処理時間を監視する最大時間です。長時間 SQLの時間
を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび XDM/RD E2に
よって実行される動作は次のとおりです。
• J2EEアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示すメッセージが出力されます。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTIONパ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか ERROR NORMALを指定
した場合には，HiRDBクライアントのメッセージ KFPA11723-Eが出力されます。
それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2のメッセージ JXZ1874Iが出力さ
れます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTIONパラメタの指定を省略するか ERROR NORMALを指定した場合
には，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除されます。それ
以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後の初回のデータベースアクセス
時，または J2EEアプリケーションのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。

● SQL実行経過時間タイムアウト
SQL実行時の経過時間を監視するために設定するタイムアウトです。DBコネクショ
ンサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動制御文の SQLETIME
パラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，一つの SQLを実行した
ときの経過時間を監視する最大時間です。長時間 SQLの時間を監視する場合などに指
定します。
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このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび XDM/RD E2に
よって実行される動作は次のとおりです。
• J2EEアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示すメッセージが出力されます。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTIONパ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか，ERROR NORMALまた
は ERROR SQLCTIMEを指定した場合には，HiRDBクライアントのメッセージ
KFPA11723-Eが出力されます。それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2
のメッセージ JXZ1874Iが出力されます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTIONパラメタの指定を省略するか，ERROR NORMALまたは ERROR 

SQLCTIMEを指定した場合には，コネクションはクローズされ，コネクション
プールから削除されます。それ以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後
の初回のデータベースアクセス時，または J2EEアプリケーションのビジネスメ
ソッドの終了後に，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除さ
れます。

●トランザクション経過時間タイムアウト
トランザクションの開始時点からの経過時間を監視するために設定するタイムアウト
です。DBコネクションサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動
制御文の SVETIMEパラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，ト
ランザクションの経過時間を監視する最大時間です。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび XDM/RD E2に
よって実行される動作は次のとおりです。なお，タイムアウトが発生したときに SQL
を実行していた場合には，その時点で実行されます。SQLを実行していなかった場合
には，タイムアウト発生後の SQL実行時に実行されます。
• J2EEアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示すメッセージが出力されます。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTIONパ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか，ERROR NORMALまた
は ERROR SQLCTIMEを指定した場合には，HiRDBクライアントのメッセージ
KFPA11723-Eが出力されます。それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2
のメッセージ JXZ1874Iが出力されます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTIONパラメタの指定を省略するか，ERROR NORMALまたは ERROR 

SQLCTIMEを指定した場合には，コネクションはクローズされ，コネクション
プールから削除されます。それ以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後
の初回のデータベースアクセス時，または J2EEアプリケーションのビジネスメ
ソッドの終了後に，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除さ
れます。

●レスポンスタイムアウト
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データベースシステムのサーバ側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDBのクライアント環境変数の PDCWAITTIMEに設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，HiRDBクライアントから XDM/RD E2サーバに要求をしてか
ら，応答が戻ってくるまでの HiRDBクライアントの最大待ち時間です。長時間 SQL
の時間を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合にアプリケーションサーバおよび HiRDBによって
実行される動作は次のとおりです。
• J2EEアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDBクライアントのメッセージ

KFPA11732-Eが出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。

（6） データベースへのアクセスでタイムアウトまたはデッドロックが発生し
た場合のユーザアプリケーションの処理

ユーザアプリケーションでデータベースのタイムアウトまたはデッドロックによる例外
が発生した場合には，実行中のトランザクションをロールバックして，ビジネスメソッ
ドの処理を中止してください。また，必要に応じてこの項で説明したタイムアウトパラ
メタを見直してください。

8.6.6　J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウトを設
定する

ここでは，J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウトの設定について説明します。
メソッドタイムアウトを設定することによって，ポイント 6とポイント 9で，Webコン
テナまたは EJBコンテナ上の業務処理での無限ループが発生した場合などに，タイムア
ウトによって検知できるようになります。また，タイムアウトを検知したメソッドを強
制的にキャンセル（メソッドキャンセル）することもできます。メソッドキャンセル機
能の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用
／監視／連携編」の「5.3.2　J2EEアプリケーション実行時間の監視とは」を参照して
ください。

メソッドタイムアウトを設定する場合の考え方について説明します。

J2EEアプリケーション内でメソッドの呼び出しが入れ子になっている場合，タイムアウ
ト値として，呼び出し元の方に大きな値を設定するように，メソッドの呼び出し順序を
考慮して設定してください。

設定例を次に示します。
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図 8-14　メソッドのタイムアウトの設定例

この例では，呼び出し元に近いメソッドに大きな値を設定しています。これによって，
メソッドのどこかでタイムアウトが発生した場合，クライアントから遠いメソッドから
順番にタイムアウトが発生します。タイムアウトはメッセージで通知されます。設定に
よっては，このタイミングでメソッドキャンセルを自動実行できます。
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リモート呼び出しを実行するメソッドに対してメソッドタイムアウトおよびメソッド
キャンセルを設定した場合は，呼び出し順序に注意してください。メソッドキャンセル
機能では，リモート呼び出し中のメソッドは保護区で実行中と判断されます。呼び出し
元に近いメソッドで先にタイムアウトが発生した場合，メソッドはリモート呼び出し中
であるため，メソッドキャンセルができません。例のように呼び出し元に近い方に大き
い値を設定しておけば，タイムアウトは呼び出し元から遠い順に発生するため，タイム
アウトが発生したメソッドがリモート呼び出しをしていることはありません。このため，
確実にメソッドキャンセルを実行できます。

ローカル呼び出しを実行するメソッドに対してメソッドタイムアウトおよびメソッド
キャンセルをする設定をした場合も，呼び出し元から遠い順にキャンセルされるように
することで，タイムアウトが発生したメソッドとキャンセルが実行されたメソッドを一
致させることができます。

タイムアウト値を設定できるメソッドについては，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「5.3.4　メソッドキャンセルとは」
を参照してください。

ローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合の注意
簡易構築定義ファイルの <param-name>タグに指定する
ejbserver.rmi.localinvocation.scopeに appまたは allを指定している場合，一つの
メソッドから入れ子で呼び出されるローカル呼び出しのメソッドは，すべて同一ス
レッド上で実行されます。このとき，次の点に注意してください。
• 入れ子で呼び出されるメソッドのタイムアウトやメソッドキャンセルが失敗する
と，そのメソッドが終了するまで同一スレッドのほかのメソッドではタイムアウ
トが発生しません。

• タイムアウトが発生したメソッドから入れ子で呼び出されているメソッドに対し
てメソッドキャンセルを実行した場合，コンテナによってキャンセルされるのは，
メソッドキャンセルを実行した対象のメソッドだけです。タイムアウトが発生し
た呼び出し元のメソッドは，キャンセルの対象にはなりません。このため，キャ
ンセルを実行したあとも，通常入れ子のメソッドの呼び出す場合と同様に，順次
呼び出されたメソッドが終了していきます。なお，それらの順次呼び出されるメ
ソッドもタイムアウト監視の対象になります。

同一スレッド上でローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合の注
意を次の図に示します。
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図 8-15　同一スレッド上でローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合
の注意

8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ
ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。
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（1） Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびク
ライアントへのデータ送信のタイムアウト

図 8-9または図 8-10のポイント 1のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。使用するWebサーバによって設定個所が異なります。

Webサーバ連携の場合は，Webサーバ単位に設定します。ファイル編集によって設定し
ます。

表 8-27　Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（Webサーバ連携
の場合）

注　Web Redirectorを使用する場合などで，WebサーバとしてMicrosoft IISを使用しているとき
には，isapi_redirect.confの receive_client_timeoutキーを編集してください。

インプロセス HTTPサーバの場合は，J2EEサーバ単位に設定します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-28　Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（インプロセス
HTTPサーバの場合）

（2） リダイレクタ側で設定するWebコンテナへのデータ送信のタイムアウト

図 8-9のポイント 2，およびポイント 3のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ
です。リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタについて説明し
ます。なお，これらのチューニングパラメタは，Webサーバ連携の場合だけ指定できま
す。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

設定項目 設定個所

クライアントからのリクエスト受
信，およびクライアントへのデータ
送信のタイムアウト

httpsd.confの Timeoutディレクティブ

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

クライアントからのリクエ
スト受信のタイムアウト

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.receive_ti
meout

クライアントへのデータ送
信のタイムアウト

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.send_time
out
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表 8-29　リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ

注※　Web Redirectorを使用する場合などで，WebサーバとしてMicrosoft IISを使用していると
きには，isapi_redirect.confの connect_timeoutキーを編集してください。

（3） リダイレクタ側で設定するWebコンテナからのデータ受信のタイムアウ
ト

図 8-9のポイント 4のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

リダイレクタのワーカ定義単位で設定します。リダイレクタ側で設定するタイムアウト
のチューニングパラメタについて説明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-30　リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ

Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

（4） Webコンテナ側で設定するリダイレクタからのデータ受信のタイムアウ
ト

図 8-9のポイント 5のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

J2EEサーバ単位で設定します。Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタについて説明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-31　Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ

ポイ
ント

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）※

2 リクエスト送信時のWeb
コンテナに対するコネク
ション確立のタイムアウト

論理Webサーバ
（web-server）

JkConnectTimeout

3 リクエスト送信のタイムア
ウト

論理Webサーバ
（web-server）

JkSendTimeout

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

レスポンスデータ待ちの通信
タイムアウト

論理Webサーバ
（web-server）

worker.<ワーカ名
>.receive_timeout

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

リダイレクタからの応答
待ちのタイムアウト

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.receive_timeo
ut
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Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

（5） Webコンテナ側で設定するリダイレクタへのデータ受信のタイムアウト

図 8-9のポイント 12のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

J2EEサーバ単位で設定します。Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタについて説明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-32　Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ

Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

（6） EJBクライアント側で設定する Enterprise Beanのリモート呼び出し
（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出しのタイムア
ウト

図 8-9または図 8-10のポイント 7のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。

J2EEサーバ単位，EJBクライアントアプリケーション単位または APIによる呼び出し
単位に設定します。

EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（RMI-IIOP通信
によるリモート呼び出し）を次の表に示します。

設定項目 設定対象 パラメタ名

レスポンス送信処理のタイ
ムアウト

論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.send_timeout
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表 8-33　EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
（RMI-IIOP通信によるリモート呼び出し）

注※　パッケージ名は com.hitachi.software.ejb.ejbclientです。

EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミングサー
ビス呼び出し）を次の表に示します。

表 8-34　EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミ
ングサービス呼び出し）

単位 設定方法 設定項目 設定個所

J2EE
サーバ
単位

Smart 
Composer機
能

クライア
ントと
サーバ間
の通信タ
イムアウ
ト

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.rmi.request.timeout

EJBク
ライア
ントア
プリ
ケー
ション
単位

ファイル編集
または開始時
に指定するシ
ステムプロパ
ティの指定

定義ファイル（ファイル編集の場合）
usrconf.properties

パラメタ名
ejbserver.rmi.request.timeoutキー

API単
位

API オブジェクト単位で設定する場合
RequestTimeoutConfig#setRequestTimeout(java.rmi.
Remote obj, int sec)メソッド※

スレッド単位で設定する場合
RequestTimeoutConfig#setRequestTimeout(int sec)メ
ソッド※

単位 設定方法 設定項目 設定個所

J2EEサーバ
単位

Smart Composer機
能

ネーミングサービスと
の通信タイムアウト時
間

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ
（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.jndi.request.timeout

EJBクライア
ントアプリ
ケーション単
位

ファイル編集または
開始時に指定するシ
ステムプロパティの
指定

定義ファイル（ファイル編集の場
合）

usrconf.properties
パラメタ名

ejbserver.jndi.request.timeout
キー
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（7） EJBクライアント側で設定する CTMから Enterprise Bean呼び出しのタ
イムアウト

図 8-9または図 8-10のポイント 8のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。

J2EEサーバ単位，EJBクライアントアプリケーション単位または APIによる呼び出し
単位に設定します。

なお，このタイムアウトの設定値には，「(6) EJBクライアント側で設定する Enterprise 
Beanのリモート呼び出し（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出
しのタイムアウト」で指定した設定値と同じ値が引き継がれます。

（8） EJBコンテナ側で設定するデータベースのトランザクションタイムアウ
ト（DB Connectorを使用した場合）

図 8-9または図 8-10のポイント 10のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。

J2EEサーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMTの場合），
または APIによる呼び出し単位（BMTの場合）に設定します。

トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。

表 8-35　トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ

注※　パッケージ名は javax.transactionです。

（9） データベースのタイムアウト

図 8-9または図 8-10のポイント 11のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで

単位 設定方法 設定項目 設定個所

J2EEサー
バ単位

Smart Composer
機能

トランザク
ションのト
ランザク
ションタイ
ムアウト時
間のデフォ
ルト

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOut

Enterprise 
Bean，イン
タフェース，
メソッド単
位（CMTの
場合）

サーバ管理コマン
ドの cjsetappprop
コマンド

トランザク
ションタイ
ムアウト時
間

定義ファイル
Session Bean属性ファイル，Entity Bean属
性ファイル，またはMessage-driven Bean属
性ファイル

パラメタ名
<ejb-transaction-timeout>

API単位
（BMTの場
合）

API UserTransaction#setTransactionTimeoutメソッ
ド※
414



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
す。

データベースのタイムアウトは，使用するデータベースの種類，およびサーバの動作
モードによって異なります。なお，ここでは，DB Connectorを使用してHiRDB，
Oracle，SQL Serverまたは XDM/RD E2にアクセスする場合のタイムアウトの設定方
法について説明します。

参考
 

Oracleを使用している場合，チューニングパラメタによってタイムアウトが設定できるの
は，グローバルトランザクションを使用しているときだけです。ローカルトランザクション
を使用している場合，パラメタによってタイムアウトを設定することはできません。ただ
し，メソッドで設定するクエリータイムアウトは，ローカルトランザクション，グローバル
トランザクションのどちらでも設定できます。

（a）HiRDBのタイムアウトの設定

HiRDBサーバのシステム共通定義または HiRDBのクライアント環境変数に設定しま
す。詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」またはマニュアル「HiRDB UAP開発
ガイド」を参照してください。

HiRDBのタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。

表 8-36　HiRDBのタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

（b）Oracleのタイムアウトの設定（グローバルトランザクションを使用している場合）

Oracleのサーバ定義の DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUTパラメタに設定します。

なお，このほか，XAOpenStringの SesTmパラメタの設定がタイムアウトに影響しま
す。このパラメタは，チューニングできません。

（c）SQL Serverのタイムアウトの設定

SQL Serverの環境設定オプションのパラメタ，またはステートメントの実行によって設
定します。

タイムアウトの
種類

設定個所 設定方法（パラメ
タ名）

設定内容

ロック解放待ち
タイムアウト

HiRDBサーバのシステム共
通定義

pd_lck_wait_time
outパラメタ

設定値は任意です。

レスポンスタイ
ムアウト

HiRDBのクライアント環境
変数

PDCWAITTIME トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。

リクエスト間隔
タイムアウト

HiRDBのクライアント環境
変数

PDSWAITTIME トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。
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SQL Serverのタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。

表 8-37　SQL Serverのタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

（凡例）
－：該当しない。

（d）XDM/RD E2のタイムアウトの設定

XDM/BASEのシステムオプション定義，HiRDBのクライアント環境変数，または DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文／サーバ空間起動制御文に設定しま
す。

XDM/RD E2のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。

表 8-38　XDM/RD E2のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

注※ 1

タイムアウトの
種類

設定個所 設定方法（パラ
メタ名／ステー
トメント名）

設定内容

メモリ取得待ち
タイムアウト

SQL Serverの環境設定オプ
ション（SQL Server 2000の
場合）またはサーバー構成オ
プション（SQL Server 2005
または SQL Server 2008の場
合）

query waitパラ
メタ

設定値は任意です。

ロック解放待ち
タイムアウト

－ SET 
LOCK_TIMEO
UTステートメ
ント

設定値は任意です。

タイムアウトの
種類

設定個所 設定方法（パラ
メタ名）

設定内容

ロック解放待ち
タイムアウト

XDM/BASEのシステムオプ
ション定義

TIMER 設定値は任意です。※ 1

SQL実行 CPU
時間タイムアウ
ト

DBコネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SQLCTIME トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

SQL実行経過時
間タイムアウト

DBコネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SQLETIME トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

トランザクショ
ン経過時間タイ
ムアウト

DBコネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SVETIME トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

レスポンスタイ
ムアウト

HiRDBクライアント環境変
数

PDCWAITTIM
E

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 3
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詳細については，マニュアル「VOS3　データマネジメントシステム XDM E2系 システム定義
（XDM/BASE・SD・TM2）」を参照してください。

注※ 2
詳細については，マニュアル「VOS3　Database Connection Server」を参照してください。

注※ 3
詳細については，マニュアル「HiRDB XDM/RD E2接続機能」を参照してください。

（10） J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウト

図 8-9または図 8-10のポイント 6とポイント 9のタイムアウトを設定するチューニング
パラメタです。

Webアプリケーション内または Enterprise Bean内のメソッド単位にタイムアウトを設
定する場合は，アプリケーションの属性として設定します。また，タイムアウトが発生
した場合の動作についても，アプリケーションの属性として設定します。これらの項目
は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。

メソッドの実行時間のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示しま
す。なお，ポイントごとに設定個所が異なります。

表 8-39　メソッド実行時間のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

注※　メソッドキャンセルを実行する場合に「thread」を指定します。

対象になるポイ
ント

タイムアウトの種類およ
びタイムアウト時の動作

設定個所

6 フィルタ，サーブレット
または JSPのリクエスト
処理メソッド

定義ファイル
サーブレット属性ファイル

パラメタ名
<method-observation-timeout>※

9 Enterprise Beanのリクエ
スト処理メソッド

定義ファイル
Session Bean属性ファイル，Entity Bean属性
ファイルまたはMessage-driven Bean属性ファイ
ル

パラメタ名
<ejb-method-observation-timeout>

6および 9 タイムアウト発生時のア
プリケーション単位の動
作

定義ファイル
アプリケーション属性ファイル

パラメタ名
<method-observation-recovery-mode>
417



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
8.7　Webアプリケーションの動作を最適化す
る

この節では，Webアプリケーションのパフォーマンスチューニングの方法について説明
します。Webフロントシステムの場合に検討してください。

ここでは，次の 3種類のチューニング方法について説明します。

• 静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分ける
• 静的コンテンツをキャッシュする
• リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける（Webサーバ連携の場合）

8.7.1　静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切
り分ける

HTMLファイルや画像ファイルなど，クライアントからの要求に対する応答に使用する
ファイルのうち，リクエスト内容に影響されないで常に同じ内容になるコンテンツを，
静的コンテンツといいます。一方，サーブレットや JSPのように，クライアントからの
要求に応じて動的に生成されるコンテンツを動的コンテンツといいます。

ここでは，静的コンテンツを動的コンテンツであるWebアプリケーションと切り分けて
配置することで，パフォーマンスの向上を図る方法について説明します。設定方法は，
Webサーバ連携の場合とインプロセス HTTPサーバを使用する場合とで異なります。

なお，それぞれの設定例では，Webブラウザに，次の図に示すようなフレームやインラ
インイメージで構成される HTMLページを表示する場合の例を基に説明します。

図 8-16　静的コンテンツと動的コンテンツで構成される HTMLページの例

この構成の場合，次のファイルは動的に生成されない静的コンテンツです。
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• スタイルシート（CSSファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義したHTMLファイル

（1） Webサーバ連携の場合

静的コンテンツをWebアプリケーションに組み込んで扱うと，Webコンテナで処理する
必要がない静的コンテンツをやり取りする場合でもリダイレクタとWebコンテナ間で常
にアクセスが発生します。特に画像ファイルなどの場合は，データサイズが大きいため，
処理時間が掛かります。

静的コンテンツはWebアプリケーションと分離して，Webサーバ上に配置することをお
勧めします。これによって，ネットワークアクセスの回数およびやり取りするデータの
サイズを減らし，パフォーマンスの向上が図れます。静的コンテンツとWebアプリケー
ションの処理のイメージを次の図に示します。

図 8-17　静的コンテンツとWebアプリケーションの処理のイメージ

Webアプリケーションと分離した静的コンテンツの配置方法について説明します。なお，
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ここでは，図 8-16で示した構成の HTMLページを例として説明します。

図 8-16の場合，次のような静的コンテンツをWebサーバに配置することで，パフォー
マンスの向上が図れます。

Webサーバに配置するコンテンツ
• スタイルシート（CSSファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義した HTMLファイル

配置の例を次の図に示します。

図 8-18　静的コンテンツをWebサーバに配置する例（Webサーバ連携の場合）

このマッピングをするためには，マッピング定義を次のように記述します。詳細は，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の
「9.　Webサーバ連携で使用するファイル」を参照してください。

Webサーバとして Hitachi Web Serverを使用している場合（mod_jk.conf）
#
JkMount /APP/* worker1
# JkMount /* worker1
# を使用するとWebサーバ上の/images/などは参照できません。

WebサーバとしてMicrosoft IISを使用している場合（uriworkermap.properties）
#
/APP/*=worker1
# /*=worker1
# を使用するとWebサーバ上の/images/などは参照できません。

（2） インプロセス HTTPサーバを使用する場合

インプロセス HTTPサーバを使用する場合も，静的コンテンツのように常に同じ内容を
クライアントに渡すときには，静的コンテンツをインプロセス HTTPサーバおよびWeb
コンテナとは別のWebサーバで処理した方が，パフォーマンスが向上することがありま
す。特に，画像ファイルなどファイルサイズが大きいデータを大量に扱う場合は，Web
アプリケーションに組み込むのではなく，静的コンテンツの処理専用のWebサーバを配
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置して扱うことをお勧めします。

静的コンテンツをWebアプリケーションから切り出して扱うためには，フロントにリ
バースプロキシサーバや負荷分散機を配置する構成が考えられます。この場合，リバー
スプロキシサーバや負荷分散機によって，処理を次のように振り分けます。

• 動的コンテンツへのアクセスはインプロセスHTTPサーバおよびWebコンテナが動
作する J2EEサーバにディスパッチします。

• 静的コンテンツへのアクセスはWebサーバにディスパッチします。

振り分け処理のイメージを次の図に示します。次の図は，リバースプロキシサーバに
よって処理を振り分けている例です。

図 8-19　リバースプロキシサーバによる動的コンテンツと静的コンテンツの振り分けイ
メージ

Webアプリケーションと分離した静的コンテンツの配置方法について説明します。なお，
ここでは，図 8-16で示した構成の HTMLページを例として説明します。

図 8-16の場合，次のような静的コンテンツをWebサーバに配置することで，パフォー
マンスの向上が図れます。

Webサーバに配置するコンテンツ
• スタイルシート（CSSファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義した HTMLファイル

配置の例を次の図に示します。
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図 8-20　静的コンテンツをWebサーバに配置する例（インプロセス HTTPサーバの場
合）

この振り分けをするためには，Hitachi Web Serverのコンフィグファイル
（httpsd.conf）の ProxyPassディレクティブに，次のようにリバースプロキシの定義を
記述します。

詳細は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

リバースプロキシの定義
ProxyPass /APP/    http://inprocweb/APP/
ProxyPass /images/ http://websvr/images/
ProxyPass /css/     http://websvr/css/

8.7.2　静的コンテンツをキャッシュする
Webコンテナでは，静的コンテンツをメモリに保持（キャッシュ）できます。一度アク
セスした静的コンテンツの内容をメモリに保持しておくことによって，2回目以降のアク
セス時のファイルシステムへのアクセス回数を減らし，応答速度の向上を図れます。

ここでは，静的コンテンツをキャッシュする場合に必要なチューニングの方法について
説明します。

チューニングできるのは，次の項目です。

●静的コンテンツをキャッシュするかどうかの選択
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●静的コンテンツのキャッシュに使用するメモリサイズの上限値

●キャッシュする静的コンテンツのファイルサイズの上限値

それぞれについて説明します。なお，これらの項目は，Webコンテナ単位およびWebア
プリケーション単位で設定できます。Webアプリケーション単位の設定は，Webコンテ
ナ単位の設定よりも優先されます。このため，J2EEサーバ全体としてデフォルトの値を
指定したい場合はWebコンテナ単位の値に設定して，細かな設定をしたい場合は適宜
Webアプリケーション単位に設定してください。

ポイント
 

メモリサイズの見積もりとの関係

静的コンテンツのキャッシュでは，メモリを使用して応答速度の向上を図ります。このた
め，この機能を使用する場合は，サーバで使用できるメモリ量に応じてチューニングする必
要があります。
静的コンテンツのキャッシュで使用するメモリサイズは，Webアプリケーション単位に設定
します。Webアプリケーション単位に設定したメモリサイズの合計値が，J2EEサーバ全体
で静的コンテンツのキャッシュのために使用するメモリサイズの最大値になります。このた
め，この機能を使用する場合は，J2EEサーバで必要なメモリサイズを見積もる際に，Web
アプリケーション単位に設定したメモリサイズの合計値を加算してください。

（1） 静的コンテンツをキャッシュするかどうかの選択

静的コンテンツのキャッシュは，デフォルトの設定では使用されない機能です。このた
め，使用する場合はパラメタを変更する必要があります。

なお，静的コンテンツのキャッシュの使用は，Webコンテナ単位およびWebアプリケー
ション単位で設定でき，Webアプリケーション単位の設定は，Webコンテナ単位の設定
よりも優先されます。ただし，Webコンテナ単位の設定で強制的な無効を選択している
場合は，Webアプリケーション単位の設定も無効になります。強制的な無効は，次のよ
うな場合に使用できます。

●静的コンテンツのキャッシュを有効にしたときと無効にしたときのメモリ使用量の差
を検証したい場合

●Webアプリケーション単位の設定を保持した状態で静的コンテンツのキャッシュを一
時的に無効にしたい場合

（2） 静的コンテンツのキャッシュに使用するメモリサイズの上限値

静的コンテンツをキャッシュするために，Webアプリケーション単位で使用するメモリ
サイズを設定できます。なお，それぞれのWebアプリケーションで設定した値よりも
キャッシュの合計サイズが大きくなる場合は，アクセスされていない時間が最も長い
キャッシュから削除されます。削除は，キャッシュの合計サイズが設定値以下になるま
で繰り返されます。
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メモリサイズの設定の指針を次に示します。

メモリサイズの設定の指針
• Webアプリケーション内に含まれる静的コンテンツのサイズの合計値以下の値を
設定します。

• Webアプリケーションの内容によって最適な値は異なります。このため，値を設
定してから静的コンテンツに対するリクエストの応答速度を測定して，高い効果
が出る最適なキャッシュのサイズを見つける必要があります。

（3） キャッシュする静的コンテンツのファイルサイズの上限値

静的コンテンツのキャッシュの対象とするコンテンツのファイルサイズの上限を設定で
きます。上限を設定した場合，上限を超えるファイルサイズのコンテンツについては
キャッシュされないで，使用するたびに毎回ファイルシステムから取得されます。

ファイルサイズの設定の指針を次に示します。

ファイルサイズの設定の指針
• Webアプリケーション内に含まれる静的コンテンツ中の，ファイルサイズが最大
であるコンテンツのファイルサイズ以下の値を設定します。

• 大きなサイズの静的コンテンツがキャッシュされることによって，アクセス頻度
の高いほかの静的コンテンツのキャッシュが破棄されないように留意して，値を
設定します。

（4） 静的コンテンツの稼働状況の確認

静的コンテンツの稼働状況は，Webアプリケーションを停止したときに出力されるメッ
セージ KDJE39234-Iの出力内容で確認できます。キャッシュされている静的コンテン
ツの合計サイズやコンテンツの個数などが出力されるので，必要に応じて各パラメタを
チューニングしてください。

8.7.3　リダイレクタによってリクエストを振り分ける
リダイレクタでは，複数のWebコンテナに処理を振り分けるためのマッピングを定義で
きます。これによって，負荷分散を図り，個々のWebコンテナの負荷を減らすことで，
パフォーマンスの向上が図れます。なお，この機能は，Webサーバ連携の場合にだけ使
用できます。インプロセス HTTPサーバを使用する場合は使用できません。

なお，リダイレクタによってリクエストを振り分ける場合，リダイレクタによってセッ
ション情報に応じて振り分けられるため，Webアプリケーションのセッションに応じた
リクエストの振り分けを考慮する必要はありません。これは，あるWebコンテナ上の
Webアプリケーションでセッションが生成されると，そのあとはリダイレクタによって
クライアントからのリクエストに含まれるセッション情報が調べられ，クライアントか
らのリクエストに対応するセッションが生成されているWebコンテナに振り分けられる
ためです。
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Webサーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分けの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の
「3.2　Webサーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け」を参照してください。

8.7.4　Webアプリケーションの動作を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，Webアプリケーションの動作を最適化するために使用するチューニングパラ
メタの設定方法についてまとめて示します。

（1） 静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分けるための
チューニングパラメタ

静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の切り分けは，Webサーバの動作を定義
するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルおよびパラメタは，使
用するWebサーバの種類によって異なります。

Webサーバ連携で Hitachi Web Serverを使用している場合は，リダイレクタモジュール
を使用して切り分けます。インプロセスHTTPサーバを使用している場合は，リバース
プロキシサーバ（Hitachi Web Server）に配置しているリバースプロキシモジュールを
使用して切り分けます。

設定方法および設定個所を次に示します。

表 8-40　静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分けるためのチューニン
グパラメタ

注※ 1　Web Redirectorを使用する場合などに，WebサーバとしてMicrosoft IISを使用していると
きは，uriworkermap.propertiesで設定します。
注※ 2　httpsd.confの詳細については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

使用するWebサーバ 設定方法 設定個所

Hitachi Web Server
（リダイレクタモジュールを
使用した切り分け※ 1）

Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理Webサーバ（web-server)

パラメタ名
JkMount

インプロセスHTTPサーバ
（リバースプロキシモジュー
ルを使用した切り分け）

ファイル編集 定義ファイル
httpsd.conf

設定対象
リバースプロキシサーバ

パラメタ名
ProxyPassディレクティブ※ 2
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（2） 静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ

静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタについて説明します。こ
れらのチューニングパラメタは，Webコンテナ単位またはWebアプリケーション単位に
設定します。

Webコンテナ単位に設定するチューニングパラメタの設定方法について，次の表に示し
ます。これらの項目は，Smart Composer機能で設定します。

表 8-41　静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Webコンテナ
単位で設定する項目）

Webアプリケーション単位に設定するチューニングパラメタについて示します。Webア
プリケーション単位に設定する項目は，web.xmlを直接編集するか，サーバ管理コマン
ドを使用して設定します。デプロイ前のWebアプリケーションに設定する場合は，
web.xmlを編集してください。デプロイ後のWebアプリケーションに設定する場合は，
サーバ管理コマンド（cjsetappprop）を使用してください。

設定内容を次の表に示します。

表 8-42　静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Webアプリ
ケーション単位で設定する項目）

設定項目 設定個所

静的コンテンツのキャッシュを使用する
かどうかの選択

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.static_content.cache.enabled

Webアプリケーション単位のメモリサイ
ズの上限値の設定

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.static_content.cache.size

キャッシュする静的コンテンツのファイ
ルサイズの上限値の設定

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.static_content.cache.filesize.threshold

設定項目 設定内容※

静的コンテンツのキャッシュを使用
するかどうかの選択

<param-name>タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.enabled

<param-value>タグ
（設定値）
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注
（設定値）に設定できる値の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )」の「2.21.2　DDでの定義（Webアプリケーション
単位での設定）」を参照してください。

注※
web.xmlを直接編集する場合，<web-app>タグ内に <context-param>タグを追加して，
<context-param>タグ内に <param-name>タグおよび <param-value>タグを追加します。
サーバ管理コマンドを使用する場合，WAR属性ファイルの <hitachi-war-property>タグ内に
<context-param>タグを追加して，<context-param>タグ内に <param-name>タグおよび
<param-value>タグを追加します。

（3） リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラ
メタ

リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタは，Web
サーバの動作を定義するファイルのパラメタとして指定します。

なお，この定義は，Webサーバ連携の場合だけできます。インプロセス HTTPサーバを
使用している場合は定義できません。

設定方法および設定個所を次に示します。

表 8-43　リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタ

注※　Web Redirectorを使用する場合などに，WebサーバとしてMicrosoft IISを使用していると
きは，uriworkermap.propertiesで設定します。

Webアプリケーション単位のメモリ
サイズの上限値の設定

<param-name>タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.size

<param-value>タグ
（設定値）

キャッシュする静的コンテンツの
ファイルサイズの上限値の設定

<param-name>タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.filesize.th
reshold

<param-value>タグ
（設定値）

設定項目 設定方法 設定個所

URLパターンのマッピング定義
※

Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
JkMount

設定項目 設定内容※
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8.8　CTMの動作を最適化する

CTMを使用したシステムのパフォーマンスチューニングの方法について説明します。
CTMを使用したバックシステムの場合に検討してください。

ここでは，次の 4種類のチューニング方法について説明します。

• CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングす
る

• 負荷状況監視間隔をチューニングする
• CTMデーモンのタイムアウト閉塞を設定する
• CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定する

8.8.1　CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼働状
態の監視間隔をチューニングする

システムに存在する複数の CTMドメインマネジャ間，および CTMドメイン内の複数の
CTMデーモン間では，お互いの稼働状態を監視するために，定期的に通信処理が実行さ
れています。

ここでは，それぞれの通信処理間隔をチューニングする場合の考え方について説明しま
す。

（1） CTMドメインマネジャ間で稼働状態を監視する間隔のチューニング

CTMドメインマネジャ間では，お互いのホストにある CTMデーモンの情報を定期的に
交換しています。この情報を基に，自ホストで受け付けたリクエストを適宜ほかのホス
トの CTMデーモンに振り分けています。

情報を交換するタイミングでは，お互いが稼働状態であるかどうかも同時に確認します。
相手のホストの CTMドメインマネジャが停止している場合は，そのホストにはリクエス
トを振り分けないようにします。CTMドメインマネジャでは，情報を交換する間隔に一
定の係数を掛けた時間以上応答がない場合に，相手の CTMドメインマネジャが停止して
いると判断します。

情報を交換する間隔の設定個所は，相手の CTMドメインマネジャが同じネットワークセ
グメント内にあるか，異なるネットワークセグメントにあるかによって異なります。稼
働状態を判断するときに使用する係数のデフォルトは 2です。例えば，同じネットワー
クセグメント内にある CTMドメインマネジャの稼働情報を確認する場合，
Management Serverを使用して構築したシステムでは，CTMドメイン構成情報の送信
間隔に 2を掛けた時間以上応答がない場合は，停止していると判断します。CTMドメイ
ン構成情報の送信間隔が 60秒の場合は，120秒間応答がない場合に，停止していると判
断します。
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この係数を変更することによって，通信処理の最適化が図れます。

係数に指定する値は，通信によって発生する処理の負荷を考慮して，適切な値を検討し
てください。基準になる送信間隔も必要に応じて検討してください。係数を小さくする
と，間隔が短くなり，相手の CTMドメインマネジャが停止したことがすぐに検知できま
す。これによって，CTMデーモンが停止しているホストにリクエストを送信してしまう
ことを防げます。ただし，間隔が短過ぎると，通信処理が多く発生し，通信負荷が掛か
ります。

（2） CTMデーモン間で稼働状態を監視する間隔のチューニング

CTMデーモン間では，CTMドメインマネジャ間でやり取りした情報を基に，相互にリ
クエストの振り分け処理をしています。

リクエストの振り分け先の CTMデーモンから一定時間応答がない場合，振り分け元の
CTMデーモンでは，相手の CTMデーモンが停止していると判断して，以降のリクエス
トを振り分けないようにします。

デフォルトの設定では，CTMデーモンは 180秒間応答を待ちます。180秒以上応答がな
い場合，相手の CTMデーモンが停止していると判断します。この値を変更することで，
不要な処理待ち時間を短縮できます。

値は，リクエストとして送信するデータの大きさなど考慮して，適切な値を設定してく
ださい。間隔を短くすることで，相手のホストのトラブルを迅速に検知できるため，ト
ラブルの影響が少ない状態でシステムから切り離すことができるようになります。ただ
し，間隔が短過ぎると，大きなサイズのデータを転送している間にタイムアウトが発生
してしまうおそれがあります。

8.8.2　負荷状況監視間隔をチューニングする
CTMドメイン内の複数の CTMデーモン間では，それぞれのスケジュールキューの負荷
情報を監視しています。監視結果は，CTMデーモン間のリクエスト振り分け時に利用さ
れます。

負荷状況監視間隔は，チューニングできます。なお，デフォルトの状態では 10秒です。

負荷状況監視間隔を短くすることで，その時点の状況に応じた振り分けができるように
なります。ただし，短くし過ぎると，通信が多発して，負荷が高くなります。

なお，負荷状況監視間隔に 0を設定した場合は，J2EEサーバ起動時の負荷状況を一度
だけ収集して，その値を使用し続けます。

8.8.3　CTMデーモンのタイムアウト閉塞を設定する
CTMデーモンに対応する J2EEサーバにトラブルが発生した場合，CTMデーモンが送
信したリクエストでタイムアウトが発生します。そのままの状態で運用を続けると，
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CTMデーモンはトラブルが発生した J2EEサーバに対してリクエストを送信し続けるた
め，そのつどリクエストでタイムアウトが発生してしまいます。

これに対処するために，CTMデーモンには，タイムアウト閉塞を設定できます。タイム
アウト閉塞とは，一定時間内に規定回数以上のリクエストのタイムアウトが発生した場
合に，CTMデーモンのスケジュールキューを閉塞する機能です。これによって，トラブ
ルが発生した CTMデーモンでそれ以上リクエストを受け付けなくなり，ほかの CTM
デーモンが受け付けるようになります。リクエストは正常に稼働している J2EEサーバ
に振り分けられるようになります。

8.8.4　CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定する
CTMで制御するリクエストには，優先順位が付けられます。すぐに実行する必要がある
リクエストに高い優先順位を設定しておくことで，スケジュールキューの中で滞留する
ことなく，迅速な処理ができるようになります。

リクエストの優先順位は，CTMにリクエストを送信する，EJBクライアントアプリケー
ション，J2EEサーバまたはWebコンテナサーバに対して設定できます。優先順位を高
く設定した EJBクライアントアプリケーション，J2EEサーバまたはWebコンテナサー
バから送信されたリクエストは，スケジュールキューに格納されているほかのクライア
ントからのリクエストよりも優先されて処理されます。

8.8.5　CTMの動作を最適化するチューニングパラメタ
ここでは，CTMの動作の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼働状態の監視間隔を設
定するチューニングパラメタ

CTMドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタについて説明
します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

なお，監視間隔は，送信間隔×係数の値になります。
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表 8-44　CTMドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ

CTMデーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタについて説明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-45　CTMデーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ

（2） 負荷状況監視間隔を設定するチューニングパラメタ

負荷状況監視間隔をチューニングするパラメタについて説明します。

次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-46　負荷情報監視間隔をチューニングするパラメタ

（3） CTMデーモンのタイムアウト閉塞を設定するチューニングパラメタ

タイムアウト閉塞は，タイムアウト発生回数と監視間隔を設定しておくことによって，
実行されます。

CTMデーモンのタイムアウト閉塞をチューニングするパラメタについて説明します。

対象 設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

同じネットワー
クセグメント内
にある CTMド
メインマネジャ

送信間隔 論理 CTMドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.SendInterval

係数 論理 CTMドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.AliveCheckCount

異なるネット
ワークセグメン
トにある CTM
ドメインマネ
ジャ

送信間隔 論理 CTMドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.SendHostInterval

係数 論理 CTMドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.AliveCheckCount

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

CTMデーモン間
転送時のタイムア
ウト

論理 CTM ctm.DCSendTimeOut

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

CTMデーモン間
転送時のタイムア
ウト

論理 CTM ctm.LoadCheckInterval
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次の表に示す項目は，Smart Composer機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。

表 8-47　CTMデーモンのタイムアウト閉塞をチューニングするパラメタ

（4） CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメ
タ

CTMで振り分けるリクエストの優先順位の設定は，EJBクライアントアプリケーション
の場合と，J2EEサーバの場合で異なります。また，J2EEサーバの場合，システムの構
築方法によって設定個所が異なります。CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定
するチューニングパラメタを次の表に示します。

表 8-48　CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメタ

設定項目 設定対象 設定個所（パラメタ名）

タイムアウト発
生回数

論理 CTM ctm.RequestCount

監視時間間隔 論理 CTM ctm.RequestInterval

設定単位 設定方法 設定個所

EJBクライアントア
プリケーション

ファイル編集または EJBクライアン
トアプリケーション開始時に指定する
システムプロパティの指定

定義ファイル（ファイル編集の場合）
usrconf.properties

パラメタ名
ejbserver.client.ctm.RequestPri
orityキー

J2EEサーバ Smart Composer機能 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.client.ctm.RequestPri
ority
432



8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）
8.9　そのほかの項目のチューニング
ここでは，前の節までに説明した項目以外のチューニング項目について説明します。

ここで説明するのは，次の項目です。

• Persistent Connectionについてのチューニング

この項目は，Webフロントシステムの場合で，インプロセス HTTPサーバを使用すると
きにチューニングを検討してください。

HTTP/1.1では，WebクライアントとWebサーバ間で確立した TCPコネクションを持
続して，複数の HTTPリクエスト間で使用し続けるための Persistent Connectionが定
義されています。Persistent Connectionを使用することによって，Webクライアントと
Webサーバ間でコネクション接続に掛かる時間を短縮し，通信トラフィックを軽減でき
ます。

ただし，Persistent Connectionを使用すると，特定のWebクライアントがリクエスト
処理スレッドを占有することになるため，サーバ全体の処理性能が低下することがあり
ます。このため，Persistent Connectionを有効に活用し，かつサーバ処理性能を維持で
きるようにチューニングする必要があります。

インプロセス HTTPサーバを使用する場合，Persistent Connectionについて，次の項目
がチューニングできます。

● Persistent Connection数の上限値
この上限値を超える TCPコネクションについては，リクエスト処理終了後に切断され
ます。これによって，新規接続を処理するスレッドが確保でき，リクエスト処理ス
レッドを特定のクライアントに占有されることを防げます。

● Persistent Connectionのリクエスト処理回数の上限値
同じWebクライアントから連続してリクエスト要求があった場合も，この上限値を超
えると，リクエスト処理終了後に一度 TCPコネクションが切断されます。
これによってリクエスト処理スレッドを特定のクライアントに占有され続けることを
防げます。

● Persistent Connectionのタイムアウト
Persistent Connectionのリクエスト待ち時間にタイムアウトを設定できます。指定し
たタイムアウト時間を超えてリクエスト処理要求がない場合は，TCPコネクションが
切断されます。これによって，使用されていない状態で TCPコネクションが占有され
続けることを防げます。

これらの項目は，Smart Composer機能で使用する簡易構築定義ファイルのパラメタと
して指定します。Persistent Connectionについて設定するチューニングパラメタについ
て次の表に示します。
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表 8-49　Persistent Connectionについて設定するチューニングパラメタ

なお，各パラメタの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサー
バ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.14　論理 J2EEサーバで指定できるパラ
メタ」を参照してください。

設定項目 設定個所

Persistent Connection数
の上限値

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_con
nections

リクエスト処理回数の上
限値

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_req
uests

タイムアウト 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout
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9　 パフォーマンスチューニン
グ（バッチアプリケーショ
ン実行基盤）
この章では，バッチアプリケーションを実行するシステムのパ
フォーマンスをチューニングする方法について説明します。
パフォーマンスチューニングによって動作環境を最適化するこ
とで，システムの性能を最大限に生かせるようになります。
J2EEアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニン
グについて検討する場合は，「8.　パフォーマンスチューニン
グ（J2EEアプリケーション実行基盤）」を参照してください。

9.1　パフォーマンスチューニングで考慮すること

9.2　チューニングの方法

9.3　タイムアウトを設定する

9.4　ガーベージコレクション制御で使用するしきい値を設定する
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9.1　パフォーマンスチューニングで考慮するこ
と

この節では，バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングで考慮す
ることについて説明します。

9.1.1　パフォーマンスチューニングの観点
バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングは，次の観点で実施し
ます。

●データベースアクセス方法の最適化

●タイムアウトの設定

●フルガーベージコレクションを発生させるメモリ使用量のしきい値の設定

それぞれのポイントについて説明します。

（1） データベースアクセス方法の最適化

データベースアクセス方法の最適化は，生成に時間が掛かるコネクションやステートメ
ントをプールしておくことで，データベースアクセス時のオーバーヘッドを削減するこ
とを目的とします。

パフォーマンスチューニングでは，次に示す機能を有効に活用することで，データベー
スアクセス処理を最適化し，スループットを向上させます。

●コネクションプーリング

●ステートメントプーリング（PreparedStatementおよび CallableStatementのプーリ
ング）

データベースアクセス方法は，データベースとの接続に DB Connectorを使用している
場合に最適化できます。

（2） タイムアウトの設定

タイムアウトの設定は，システムのトラブル発生を検知して，リクエストの応答が返ら
なくなることを防ぎ，適宜リソースを解放することを目的とします。

設定できるタイムアウトには，次の種類があります。

● Enterprise Beanを呼び出す時のタイムアウト

●トランザクションのタイムアウト

●データベースのタイムアウト
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（3） フルガーベージコレクションを発生させるメモリ使用量のしきい値の設
定

フルガーベージコレクションの制御で使用するしきい値は，オンライン処理とバッチ処
理で同じリソースを使用する場合に設定します。バッチサーバのフルガーベージコレク
ションによってオンライン処理を中断させないことを目的とします。

フルガーベージコレクションの実行を制御することによって，リソースを排他していな
いタイミングで適切にフルガーベージコレクションを実行できます。

9.1.2　チューニング手順
パフォーマンスチューニングは，システムのパフォーマンスを生かす最適な設定を見つ
ける作業です。構築した環境で，実際に処理を実行しながら，パラメタの調整やボトル
ネックの調査，解消によってパフォーマンスを向上させていきます。

チューニング作業では，まず，目標値を決定します。次に，各パラメタに初期値を設定
した状態でスループットを測定します。各パラメタを調整しながら，目標値に近い最適
な値を見つけていきます。

チューニングの際，CPUの利用率の測定には，OSに付属している監視ツールなどが利
用できます。JavaVMに関するアプリケーションサーバの稼働情報については，稼働情
報収集機能などで確認できます。確認方法については，マニュアル「Cosminexus アプ
リケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「3.　稼働情報の監視（稼働情報
収集機能）」を参照してください。

なお，CPU利用率が 100%からかなり低い状態で飽和した場合は，システム上に入出力
処理や排他処理などのボトルネックがあるおそれがあります。ボトルネックを調査し，
対策してから，再度パフォーマンスチューニングを実行してください。アプリケーショ
ンサーバでは，システムのボトルネックの調査に，性能解析トレースを利用できます。
性能解析トレースの機能詳細，および性能解析トレースを利用して取得したトレース
ファイルの利用方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機
能解説 保守／移行／互換編」の「6.　性能解析トレースを使用したシステムの性能解析」
を参照してください。

9.1.3　チューニング項目
バッチアプリケーション実行基盤でのチューニング項目について，次の表に示します。

表 9-1　バッチアプリケーション実行基盤でのチューニング項目

チューニング項目 利用できる機能 参照先

データベースアクセス方法の最
適化

コネクションプーリング※ 1 8.5.1※ 2

ステートメントプーリング※ 1 8.5.2※ 2
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注※ 1
DB Connectorを使用している場合に利用できる機能です。

注※ 2
J2EEアプリケーション実行基盤の説明を参照してください。その際，説明中の「J2EEサー
バ」を「バッチサーバ」に読み替えてください。また，「J2EEアプリケーション」を「バッチ
アプリケーション」に読み替えてください。

注※ 3
Enterprise Bean呼び出しでは，J2EEアプリケーション実行基盤のバックシステムと同じ項目
にタイムアウトを設定できます。

タイムアウトの設定 Enterprise Bean呼び出しでのタイムアウトの設
定

8.6.3※ 2 ，※ 3

トランザクションタイムアウトの設定 9.3.2

データベースでのタイムアウトの設定 8.6.5※ 2

フルガーベージコレクションの
制御※ 1

しきい値の設定 9.4

チューニング項目 利用できる機能 参照先
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9.2　チューニングの方法
この節では，チューニングの方法について説明します。チューニングの方法は，設定対
象の種類によって異なります。

9.2.1　バッチサーバのチューニング
バッチサーバのチューニングには，Smart Composer機能の簡易構築定義ファイルを使
用します。簡易構築定義ファイルでは，<configuration>タグ下の <logical-server-type>
に設定対象とする論理サーバの種類（J2EEサーバ※）を指定して，<param>タグ下で
パラメタ名とその値を設定します。簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「4.6
　簡易構築定義ファイル」を参照してください。

注※
Smart Composer機能では，バッチサーバを J2EEサーバとして扱います。

9.2.2　リソースのチューニング
リソースのチューニングをする場合は，サーバ管理コマンドを使用します。

サーバ管理コマンドを使用する場合は，Connector属性ファイルを編集します。
Connector属性ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス 定義編 (アプリケーション／リソース定義 )」の「4.1　Connector
属性ファイル」を参照してください。
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9.3　タイムアウトを設定する
アプリケーションサーバのシステムでは，トラブル発生時にリクエストの応答が戻って
こない状態になることを防ぐために，幾つかのポイントにタイムアウトを設定できます。

この節では，システム全体でタイムアウトが設定できるポイントと，設定する場合の指
針について説明します。

9.3.1　タイムアウトが設定できるポイント
バッチアプリケーションを実行するシステムでは，次の図に示すポイントにタイムアウ
トが設定できます。
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図 9-1　タイムアウトが設定できるポイント
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9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
それぞれのポイントに設定するタイムアウトは，次の表に示すような用途で使い分けら
れます。

表 9-2　各ポイントに設定するタイムアウトの目的とデフォルトのタイムアウト設定

注※　CTMを使用している場合にだけ存在するポイントです。CTMを利用しない構成の場合，ポ
イント 2の範囲はバッチサーバから EJBコンテナに EJBリモート呼び出しを実行してから，EJB
コンテナからバッチサーバに実行結果が送信されるまでの間になります。

これらのタイムアウトの基本的な設定指針は次のとおりです。

●タイムアウト値の設定は，呼び出し元（バッチサーバ）に近いほど大きな値を設定す
るのが原則です。このため，次の関係で設定することを推奨します。
• ポイント 1=ポイント 2>ポイント 3>ポイント 4>ポイント 5

● 1，4，5のポイントのタイムアウト値を設定する場合は，呼び出し処理に通常どの程
度の時間が掛かっているかを見極めた上で，呼び出す処理（業務）ごとに算出して設
定してください。

なお，1～ 5のポイントは，システムでの位置づけによって，次の二つに分けられます。

● Enterprise Bean呼び出しで意識する必要があるポイント（1～ 3）
このポイントでタイムアウトを設定する項目は，J2EEアプリケーション実行基盤の
バックシステムで設定できる項目と同じです。詳細は，「8.6.3　バックシステムでの
タイムアウトを設定する」を参照してください。

●データベース接続時に意識する必要があるポイント（4と 5）
このポイントは，さらにトランザクションでのタイムアウトとデータベースでのタイ
ムアウトに分けて意識する必要があります。

ポイン
ト

タイムアウトの種類 主な用途

1 バッチサーバ側で設定する Enterprise 
Beanのリモート呼び出し（RMI-IIOP
通信）と JNDIネーミングサービス呼
び出しのタイムアウト

バッチサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど），または通信路の障害の検知

2※ バッチサーバ側で設定する CTMから
の Enterprise Bean呼び出しのタイム
アウト

バッチサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど），または通信路の障害の検知

3 Enterprise Bean呼び出しアクセスし
た EJBで設定するメソッドの実行時間
のタイムアウト

J2EEサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

4 バッチサーバ側で設定するデータベー
スのトランザクションタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

5 データベースのタイムアウト データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止
442



9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
トランザクションでのタイムアウトの詳細は，「9.3.2　トランザクションタイムアウ
トを設定する」を参照してください。
データベースでのタイムアウトを設定する項目は，J2EEアプリケーション実行基盤
のバックシステムで設定できる項目と同じです。詳細は，「8.6.5　データベースでの
タイムアウトを設定する」を参照してください。

それぞれのポイントでの設定については，バッチアプリケーション実行基盤の「9.3.3　
タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」，および J2EEアプリケーション実行基
盤の「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」を参照してください。

参考
 

それぞれのポイントのデフォルト値は次のとおりです。

注※
Oracleの場合，ロック解放待ちタイムアウトのデフォルトはありません。

9.3.2　トランザクションタイムアウトを設定する
ここでは，トランザクションタイムアウトの設定について説明します。トランザクショ
ンタイムアウトは，データベースシステムなど EISとのトランザクションに設定します。

ポイント デフォルト値

1 設定されていません。レスポンスを待ち続けます。

2 ポイント 1と同じ値が Enterprise Bean呼び出し時に自動的に引き継がれて設
定されます。

3 設定されていません。タイムアウトしません。

4 180秒

5 データベースの種類とタイムアウトの設定個所ごとに異なります。※

HiRDBの場合
ロック解放待ちタイムアウト：180秒
レスポンスタイムアウト：0秒（HiRDBクライアントは HiRDBサーバか
らの応答があるまで待ち続けます）
リクエスト間隔タイムアウト：600秒

SQL Serverの場合
メモリ取得待ちタイムアウト：-1（-1を指定した場合の動作は，SQL 
Serverのドキュメントを参照してください）
ロック解放待ちタイムアウト：-1（ロックが解放されるまで待ち続けます）

XDM/RD E2の場合
ロック解放待ちタイムアウト：なし（タイムアウト時間を監視しません）
SQL実行 CPU時間タイムアウト：10秒
SQL実行経過時間タイムアウト：0秒（タイムアウト時間を監視しません）
トランザクション経過時間タイムアウト：600秒
レスポンスタイムアウト：0秒（HiRDBクライアントは XDM/RD E2サー
バからの応答があるまで待ち続けます）
443



9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
DB Connectorを使用してデータベースにアクセスするときのトランザクションタイムア
ウトについて説明します。

トランザクションタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
バッチサーバとデータベースのトランザクションについて意識する必要があります。

トランザクションタイムアウトが発生すると，アプリケーションサーバによって，次の
処理が実行されます。

• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• トランザクションに参加しているコネクションはクローズされ，コネクションプール
から削除されます。

ポイント
 

トランザクションの管理方法は BMTになります。トランザクションのタイムアウトは，
usrconf.propertiesまたは JTAの API
（javax.transaction.UserTransaction#setTransactionTimeoutメソッド）に指定できます。
usrconf.propertiesの定義は，プロセス全体に影響します。APIに指定したタイムアウトは，
APIを発行したトランザクションの範囲だけに影響します。また，APIの指定は，
usrconf.propertiesの定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.propertiesに定義して，呼び出
す業務によって細かく設定したい値は適宜 APIを使用して設定することをお勧めします。

トランザクションタイムアウトが発生した場合，バッチアプリケーションに例外は通知
されません。ただし，メッセージ KDJE31002-Wがログファイルとバッチサーバのコン
ソールに出力されます。また，トランザクションタイムアウトが発生したあとで，バッ
チアプリケーションから該当するトランザクションを使用して JTAインタフェースまた
は JDBCインタフェースを使用しようとすると，例外が通知されます。

9.3.3　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ
ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） バッチサーバ側で設定する Enterprise Beanのリモート呼び出し
（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出しのタイムア
ウト

図 9-1のポイント 1のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

設定方法は，J2EEアプリケーション実行基盤と同じです。「8.6.7　タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(6)EJBクライアント側で設定する Enterprise Beanの
リモート呼び出し（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出しのタ
イムアウト」を参照してください。
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なお，「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
7」が，図 9-1の「ポイント 1」に対応します。

（2） EJBクライアント側で設定する CTMから Enterprise Bean呼び出しのタ
イムアウト

図 9-1のポイント 2のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

設定方法は，J2EEアプリケーション実行基盤と同じです。「8.6.7　タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(7)EJBクライアント側で設定する CTMから
Enterprise Bean呼び出しのタイムアウト」を参照してください。

なお，「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
8」が，図 9-1の「ポイント 2」に対応します。

（3） Enterprise Bean呼び出しアクセスした EJBで設定するメソッドの実行時
間のタイムアウト

図 9-1のポイント 3のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

設定方法は，J2EEアプリケーション実行基盤と同じです。「8.6.7　タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(10)　J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウ
ト」を参照してください。

なお，「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
9」が，図 9-1の「ポイント 3」に対応します。

（4） バッチサーバ側で設定するデータベースのトランザクションタイムアウ
ト（DB Connectorを使用した場合）

図 9-1のポイント 4のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

バッチサーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，APIによる呼び出し単位
（BMTの場合）に設定します。

トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。

表 9-3　トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ

単位 設定方法 設定項目 設定個所

バッチサー
バ単位

Smart Composer
機能

トランザク
ションのト
ランザク
ションタイ
ムアウト時
間のデフォ
ルト

定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOut
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9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
注※　パッケージ名は javax.transactionです。

（5） データベースのタイムアウト

図 9-1のポイント 5のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。

設定方法は，J2EEアプリケーション実行基盤と同じです。「8.6.7　タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(9)データベースのタイムアウト」を参照してくださ
い。

なお，「8.6.7　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
11」が，図 9-1の「ポイント 5」に対応します。

API単位
（BMT）

API トランザク
ションタイ
ムアウト時
間

UserTransaction#setTransactionTimeoutメソッ
ド※

単位 設定方法 設定項目 設定個所
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9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
9.4　ガーベージコレクション制御で使用するし
きい値を設定する

バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するタイミングは，メモリ使用量に
しきい値を設定することで制御できます。しきい値は，バッチ処理とオンライン処理で
同じリソースにアクセスする場合に設定することをお勧めします。適切なしきい値を設
定しておくことで，オンライン処理とバッチ処理の両方のスループットを確保できます。

ポイント
 

フルガーベージコレクションの詳細については，「7.1.3　ガーベージコレクションの発生と
メモリ空間の関係」を参照してください。

9.4.1　しきい値を設定する目的
オンライン処理とバッチ処理で同じリソースにアクセスする場合，オンライン処理のス
ループットに影響を与えないように考慮する必要があります。

バッチアプリケーション実行時に空きメモリが少なくなると，JavaVMによってバッチ
サーバのフルガーベージコレクションが実行されます。この場合，バッチサーバ上で動
作するすべてのプログラムの処理が中断されます。バッチアプリケーションがリソース
を排他していた場合，そのリソースはバッチサーバのフルガーベージコレクション実行
中も排他された状態になります。オンライン処理の中に排他中のリソースを使用する処
理があった場合は，そのオンライン処理も中断されてしまいます。

これを防ぐために，メモリ使用量のしきい値を設定して，メモリ不足が起こる前に明示
的にフルガーベージコレクションを発生させるようにします。明示的なフルガーベージ
コレクションは，リソースを排他していないタイミングで発生するように制御できます。
JavaVMによってフルガーベージコレクションが実行される前に空きメモリを増やして
おくことで，リソース排他中にフルガーベージコレクションが実行されることを防ぎま
す。

しきい値を設定した場合，次に示す状態になるとフルガーベージコレクションが実行さ
れます。ただし，そのときにバッチアプリケーションがリソースを排他していた場合は，
排他が解除されるまで待ってから実行されます。

• Tenured領域消費サイズの Tenured領域合計サイズに対する割合≧しきい値
• New領域合計サイズの Tenured領域最大空きサイズに対する割合≧しきい値
• Permanent領域消費サイズの Permanent領域合計サイズに対する割合≧しきい値

9.4.2　しきい値設定の考え方
しきい値は，次の式で算出した値を目安に算出できます。
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しきい値設定の際には，次の点を考慮してください。

●フルガーベージコレクションの発生頻度

●リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリ

ここでは，フルガーベージコレクションの発生頻度としきい値の関係と，リソース排他
解除を待つ間に必要な空きメモリのサイズの見積もり方法について説明します。

（1） フルガーベージコレクションの発生頻度としきい値の関係

フルガーベージコレクションはプログラムの実行速度に比べて時間の掛かる処理です。
このため，JavaVMのチューニングでは，フルガーベージコレクションをできるだけ発
生させないようにします。JavaVMのチューニングの考え方については，「7.2.1　チュー
ニングの考え方」を参照してください。

しきい値を設定して明示的に実行するフルガーベージコレクションも，頻度が少なくな
るよう，チューニングする必要があります。

設定したしきい値ごとのメモリ使用量の例を，次の図に示します。

図 9-2　設定したしきい値ごとのメモリ使用量の例

JavaVMでのメモリ使用量は，時間の経過とともに増加していき，フルガーベージコレ
クションが発生すると減少します。

　
しきい値≦ 100－（100×リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリのサイズ）／最大メモリサイ
ズ
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しきい値に 0を設定した場合は，JavaVMによって自動的に実行されるまでフルガー
ベージコレクションは実行されません。しきい値に小さな値を設定した場合は，大きな
値を指定した場合に比べて，フルガーベージコレクションが実行される頻度が高くなり
ます。図の場合は，しきい値として 80を設定した場合の方が，50を設定した場合より
もフルガーベージコレクションの実行頻度を低く抑えることができています。

ただし，フルガーベージコレクションの実行頻度を少なくした場合，1回の実行に掛かる
時間は，頻繁に実行する場合に比べて長くなります。

（2） リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリの見積もり

メモリ使用量がしきい値以上になった場合，リソース排他が解除されるまでフルガー
ベージコレクションは実行されません。しかし，リソース排他の解除を待っている間に
JavaVMが必要とするメモリが不足した場合は，リソース排他解除を待たないで
JavaVMによってフルガーベージコレクションが実行されてしまいます。

リソース排他解除を待つ間に空きメモリが不足した場合の例を次の図に示します。

図 9-3　リソース排他解除を待つ間に空きメモリが不足した場合の例

ポイント
 

JavaVMにフルガーベージコレクションを実行させないために必要な空きメモリについて
は，「7.1.3　ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係」を参照してください。

フルガーベージコレクションが発生するメモリ使用量を 100とする場合，リソース排他
解除待ち区間に使用できるメモリサイズは，「100－しきい値（%）」です。
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例えば，しきい値として「95」のように高い値を指定した場合は，リソース排他解除を
待っている間に使用できる空きメモリが 5%と少ないため，リソース排他が解除される
前に JavaVMによって自動的にフルガーベージコレクションが実施されてしまうおそれ
があります。

このため，しきい値を見積もる場合には，リソース排他待ち区間にメモリが不足しない
よう，十分に余裕を持った値を設定するようにしてください。

！！！！ 注意事項
 

リソース排他解除待ち区間で空きメモリが不足して JavaVMによるフルガーベージコレク
ションが実行された場合，リソースの排他が解除されたタイミングで，フルガーベージコレ
クション制御によってもう一度フルガーベージコレクションが実行されます。

9.4.3　ガーベージコレクション制御で使用するしきい値を設
定するためのチューニングパラメタ

ここでは，バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
ために使用するチューニングパラメタの設定方法について示します。

表 9-4　バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
チューニングパラメタ

設定項目 設定個所

しきい値 定義ファイル
簡易構築定義ファイル

設定対象
論理 J2EEサーバ（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.batch.gc.watch.threshold
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10　セキュアなシステムの検討
業務システムを安全に稼働させ，扱うデータを確実に守るため
には，システム設計の段階でセキュリティについて十分に検討
しておく必要があります。この章では，セキュアなシステムを
構築・運用するための考え方，正しい構築・運用手順，および
監査の方法について説明します。
また，外部ネットワークを使用するシステムの場合に想定され
るセキュリティ上の脅威を明確にし，それぞれに対して，ハー
ドウェアおよびソフトウェアを使用して対策する方法について
も説明します。
なお，この章は，J2EEアプリケーションを実行するシステム
の場合に参照してください。バッチアプリケーションを実行す
るシステムの場合は該当しません。

10.1　セキュアなシステムの検討の概要

10.2　セキュアなシステムの構成の検討

10.3　システムの使用者の検討

10.4　システムが扱う資産の検討

10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認

10.6　想定される脅威の分析

10.7　対策の検討

10.8　作業手順の検討

10.9　システムの監査方法の確認

10.10　外部ネットワークを使用するシステムでのセキュリティの検討
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10.　セキュアなシステムの検討
10.1　セキュアなシステムの検討の概要
システムを管理または運用するユーザがシステムを構築・運用していく過程や，システ
ムが提供するサービスをエンドユーザが利用していく過程で，システムにはセキュリ
ティ上のさまざまな脅威が想定されます。脅威からシステムを守るには，システムを物
理的に安全な構成に設計したり，作業者の運用ルールを定めたりするなど，対策を実施
する必要があります。

また，近年，組織の健全な運営の保証や，複雑化・多様化する ITシステムの安全な構
築・運用の観点から，組織の内部統制の重要性が高まっています。その中では，システ
ムがセキュアに保たれていることを監査者に証明できることが求められます。そのため
には，システムに対して，いつ，だれが，どんな操作を実施したのかをログに記録して，
システムに対して正当な権限を持つ作業者が正当な業務を実施したことを監査できる仕
組みが必要です。

このようなセキュアなシステムを実現するためには，想定される脅威をシステムの設計
時に明確にして，それに応じた対策を実現できるシステムを検討していく必要がありま
す。

この章では，システムに対して想定される脅威を明確にした上で，セキュアなシステム
を構築・運用するための考え方や手順など，システム設計時に検討が必要なことについ
て説明します。

セキュアなシステムの検討は，次の流れで実施します。
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10.　セキュアなシステムの検討
図 10-1　セキュアなシステムの検討の流れ

図中の参照先を示します。

セキュアなシステムの検討の流れ 参照先マニュアル 参照
個所

セキュアなシステムの構成の検討 このマニュアル 10.2

システムの使用者の検討 10.3

システムが扱う資産の検討 10.4

セキュアなシステムの前提条件の確認 10.5

想定される脅威の分析 10.6

対策の検討 10.7

作業手順の検討 システムの構築手順の検討 10.8.2
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10.　セキュアなシステムの検討
（凡例）
－：該当なし。

なお，この図では，企業内部で使用されるシステムのセキュリティを確保するための作
業の流れを示しています。外部からの脅威に対する対策については，「10.10　外部ネッ
トワークを使用するシステムでのセキュリティの検討」を参照してください。

システムの再構築手順の検討 10.8.3

システムの運用手順の検討 10.8.4

作業手順書の作成 －

システムの監査方法の確認 10.9

セキュアなシステムの検討の流れ 参照先マニュアル 参照
個所
454



10.　セキュアなシステムの検討
10.2　セキュアなシステムの構成の検討
ここでは，セキュアなシステムの構成について説明します。このマニュアルではセキュ
アなシステムとして，次のようなシステムを想定しています。

• 大企業で常時稼働して，社内で利用されるシステムです。
• システムを構成する要素はすべて社内 LAN上に配置されます。
• システムが提供するサービスは，社内のクライアント端末からWebブラウザを使用し
て利用されます。

• クライアント端末からサービスを利用するには，ログイン処理が必要です。システム
に登録されていないユーザはサービスを利用できません。

このシステムの構成を次の図に示します。

図 10-2　セキュアなシステムの構成

このシステムの構成要素を次に示します。なお，説明中にある「システム管理者」，「シ
ステム運用者」，「監査者」，および「エンドユーザ」の定義については，「10.3　システ
ムの使用者の検討」を参照してください。

サーバエリア
ハードウェアを管理するための，物理的に隔離されたスペースです。サーバエリア
内のハードウェアは，システム管理者が管理します。サーバエリアに入室できるの
は，システム管理者，システム運用者，および監査者だけです。

アプリケーションサーバ
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10.　セキュアなシステムの検討
Webサーバ，サービスを提供する J2EEアプリケーション，および J2EEアプリ
ケーションが稼働するために必要なサーバプログラムが稼働しているマシンです。
サーバエリアに複数台設置されて，負荷分散機によって負荷分散されます。

データベース
ユーザの情報やサービスが処理した情報が格納されているマシンです。サーバエリ
アに設置します。

監査ログサーバ
監査ログを収集して，監査を実施するためのサーバです。監査者だけが使用します。
サーバエリアに設置します。

運用管理サーバ
アプリケーションサーバを管理する，運用管理プログラムが稼働するマシンです。
システム構築時にシステム管理者が，システム運用時にシステム運用者が使用しま
す。サーバエリアに設置します。

負荷分散機
アプリケーションサーバを複数台設置する場合に，負荷分散をする装置です。サー
バエリアに設置します。

ファイアウォール
サーバエリア，社内 LAN，および外部インターネットの間に配置します。

クライアント端末
システムが提供するサービスを利用するための端末です。エンドユーザは，クライ
アント端末上のWebブラウザを使用して，社内 LAN経由でアプリケーションサー
バにアクセスします。
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10.　セキュアなシステムの検討
10.3　システムの使用者の検討
セキュアなシステムを検討するには，まず，システムの使用者を定義します。システム
の使用者にはどのようなユーザがいるかを洗い出して，それぞれの使用者の目的や作業
範囲を明確に定義します。これが，システムの監査を実施する観点の一つである，正し
いユーザがそれぞれの操作を実行したかどうかを検証する根拠になります。

なお，それぞれの使用者の作業手順は，作業手順書を作成して定義する必要があります。
作業手順書には，「システム構築手順書」，「システム運用手順書」，「エンドユーザ操作手
順書」，「入退室手順書」などが考えられます。作業手順書の検討については，「10.8　作
業手順の検討」を参照してください。

このシステムでは，次に示す使用者を定義します。

システム管理者
システム管理者は，「システム構築手順書」に従って，システムの構築，および管理
を実施します。具体的には，主に次の作業を実施します。
• サーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，ネットワークの設置・設定
• ソフトウェアのアップデート
• システムの起動と停止

システム管理者は，組織内の情報システム部門から選ばれたユーザが担当します。

システム運用者
システム運用者は，「システム運用手順書」に従って，サーバエリア内でエンドユー
ザの登録・削除などのシステムの運用作業を実施します。システム運用者は，社内
の情報システム部門から委託されたユーザが担当します。

エンドユーザ
エンドユーザは，「エンドユーザ操作手順書」に従って，システムが提供するサービ
スを利用します。サービスの利用には，社内 LANに接続されたクライアント端末上
のWebブラウザを使用します。

監査者
監査者は「入退室手順書」に従ってサーバエリアに入室して，監査ログを取得しま
す。取得した監査ログを調査して，信頼できるシステム管理者が「システム構築手
順書」に従った正しい方法でシステムを構築しているかどうかを確認します。また，
正しい方法で構築されたシステムが，「システム運用手順書」および「エンドユーザ
操作手順書」に従った正しい方法で運用，および利用されているかどうかを監査し
ます。監査者は，社内の内部監査を実施するコンプライアンス部門から選ばれた
ユーザが担当します。
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10.　セキュアなシステムの検討
10.4　システムが扱う資産の検討
セキュアなシステムを検討するには，システムが扱う資産（データ）のうち，保護する
必要がある資産にはどのようなものがあるのかを明確に判断する必要があります。

このシステムでは，システムが扱う資産（データ）のうち，次の資産を保護する必要が
あると判断しています。

• システム管理者のユーザ情報
• エンドユーザのユーザ情報
• システム構築時の設定ファイル
• J2EEアプリケーション
• サービスを利用する中でエンドユーザが送信して，J2EEアプリケーションが処理し
た情報

• 監査ログ

保護する必要があると判断した資産については，使用できる権限を制御するなどの対策
が必要です。対策の詳細については，「10.7　対策の検討」を参照してください。
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10.　セキュアなシステムの検討
10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認
ここでは，セキュアなシステムの前提条件について説明します。

セキュアなシステムでは，ハードウェアの設置方法や作業者に関する前提条件の確認が
必要になります。前提条件を把握した上で，アプリケーションサーバが提供する機能や
OSの機能などを使用して，想定される脅威に対する対策を実施します。

ここでは，次の二つの前提条件を想定します。

• 物理的な前提条件
• 運用上の前提条件

10.5.1　物理的な前提条件
セキュアなシステムを構築するための，物理的な前提条件を次に示します。

• システムが稼働するハードウェア，ファイアウォール，それぞれのサーバ，および内
部ネットワークが，外部から物理的に隔離されたサーバエリアに設置されていること。

• 施錠管理などによって，認証されたユーザ以外がサーバエリアに入室できないこと。
• システムが稼働するために必要のないハードウェア，およびソフトウェアは，サーバ
エリア内には持ち込まれないこと。

10.5.2　運用上の前提条件
セキュアなシステムを構築するための運用上の前提条件を次に示します。

運用上の前提条件には，作業手順書，システム管理，システム運用，およびシステム監
査に関する前提条件があります。それぞれの前提条件を次に示します。

作業手順書に関する前提条件
システムの構築手順は「システム構築手順書」に，システムの運用手順は「システ
ム運用手順書」に，システムの操作手順は「エンドユーザ操作手順書」に記載され
ていること。

システム管理に関する前提条件
システムが稼働するために必要なサーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，
および J2EEアプリケーションは，「システム構築手順書」に従ってシステム管理者
が構築・設定すること。また，システム管理者は，信頼できる者が担当すること。

システム運用に関する前提条件
システムが稼働するために必要な，サーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，
および J2EEアプリケーションは，システム運用者が運用すること。

システム監査に関する前提条件
システム監査を実施する監査者は，信頼できる者が担当すること。
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10.　セキュアなシステムの検討
10.6　想定される脅威の分析
「10.3　システムの使用者の検討」と「10.4　システムが扱う資産の検討」で検討した内
容，および「10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した内容から，シス
テムにはどんな脅威が想定されるかを分析します。

このシステムでは次の脅威が想定されます。

• 不正なユーザによるサービスの利用
システムに登録されていないエンドユーザがサービスを利用するおそれがあります。

• 手順書に従わないユーザによるサービスの利用
システムに登録されているユーザ IDおよびパスワードを入手しているエンドユーザ
が，「エンドユーザ操作手順書」に従わないで，システムの脆弱性を利用してサービス
を利用するおそれがあります。
また，システムに登録しているユーザが，権限のないサービスを利用するおそれがあ
ります。

• 不正なシステム管理者によるシステム構築
システム管理者ではないユーザが，「入退室手順書」に従わないで不正にサーバエリア
に入室してシステムを構築するおそれがあります。

• 不正なシステム運用者によるシステム運用
システム運用者ではないユーザが，「入退室手順書」に従わないで不正にサーバエリア
に入室してシステムを運用するおそれがあります。

• 手順書に従わないシステム運用者によるシステム運用
システム運用者のManagement Serverの管理ユーザアカウントを使用して，「システ
ム運用手順書」に従わない方法でシステムを運用するおそれがあります。

「10.7　対策の検討」で説明する対策を実施すると，これらの脅威からシステムを守れま
す。

「入退室手順書」，「システム構築手順書」，「システム運用手順書」，および「エンドユー
ザ操作手順書」の詳細については，「10.8　作業手順の検討」を参照してください。
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10.7　対策の検討
この節では，実施する対策の内容と，対策を実施したシステムの動作について説明しま
す。

実施する対策には，次の二つがあります。

• 前提条件に対して実施する対策
「10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件に対する対策で
す。

• 想定した脅威に対して実施する対策
「10.6　想定される脅威の分析」で想定した脅威に対する対策です。

それぞれについて次に示します。

10.7.1　前提条件に対して実施する対策
ここでは，「10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件に対して
実施する，対策の内容について説明します。

「10.5　セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件と，実施する対策を
次の表に示します。それぞれの前提条件の詳細については，「10.5　セキュアなシステム
の前提条件の確認」を参照してください。

表 10-1　前提条件と実施する対策

それぞれの対策の概要を次に示します。

（1） 物理的な前提条件に対する対策

物理的な前提条件に対する対策を次に示します。

●物理的な対策
• システム管理者は，システムが稼働するハードウェア，ファイアウォール，それぞ
れのサーバ，および内部ネットワークを，外部から物理的に隔離されたサーバエリ
アに設置します。

• システム管理者は，システムが稼働するために必要のないハードウェア，およびソ
フトウェアを，サーバエリア内に持ち込まないようにします。

• システム管理者，システム運用者，および監査者は，「入退室手順書」に従ってサー
バエリアに入退室するようにします。

前提条件 対策

物理的な前提条件 • 物理的な対策

運用上の前提条件 • システム管理者に対する対策
• システム運用者に対する対策
• システム監査者に対する対策
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10.　セキュアなシステムの検討
「入退室手順書」については，「10.8　作業手順の検討」を参照してください。

（2） 運用上の前提条件に対する対策

運用上の前提条件に対する対策を次に示します。

●システム管理者に対する対策
• システム管理者には，システム全体に責任を持っていて，悪意のある行為はしない，
信頼できるユーザを選定すること。

• システム管理者は，システムの構築および管理に関するトレーニングなどを実施し
て，システムの構築，および管理方法を熟知していること。また，システムで利用
するそれぞれの機器の構築，および管理方法について熟知していること。

• システム管理者は，セキュリティ面での注意点を考慮しながらシステムを構築およ
び管理すること。

• システム管理者は，自分の OSのパスワード，システム管理者のManagement 
Serverの管理パスワード，システム運用者の OSのパスワード，およびシステム運
用者のManagement Serverの管理パスワードとして，推測されにくい十分に強度
のあるパスワードを設定すること。

「システム構築手順書」については，「10.8　作業手順の検討」を参照してください。

●システム運用者に対する対策
• システム運用者は，システムの運用に関するトレーニングなどを実施して，システ
ムの運用方法を熟知していること。

• システム運用者は，セキュリティ面での注意点を考慮しながらシステムを運用する
こと。

• システム運用者は，エンドユーザのパスワードとして，推測されにくい十分に強度
のあるパスワードを設定すること。

「システム運用手順書」については，「10.8　作業手順の検討」を参照してください。

●システム監査者に対する対策
• 監査者には，システム全体に責任を持っていて，悪意のある行為はしない，信頼で
きるユーザを選定すること。

• 監査者には，システム管理者以外のユーザを選定すること。
• 監査者は，システムの構築手順が正当であるかどうかを確認すること。また，運用
手順が正当であるかどうかを監査すること。

10.7.2　想定した脅威に対して実施する対策
ここでは，「10.6　想定される脅威の分析」で想定した脅威に対して実施する，対策の内
容について説明します。

このシステムで想定される脅威と，それぞれの脅威に対する対策を，対策を実施する対
象者ごとに次の表に示します。それぞれの脅威の詳細については，「10.6　想定される脅
威の分析」を参照してください。
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10.　セキュアなシステムの検討
表 10-2　想定される脅威と実施する対策

それぞれの対策の概要を次に示します。

システム管理者を対象にした対策
• OSのユーザ識別・認証
システム管理者だけがシステムを管理するように，システムが動作する OSの
ユーザ識別・認証を設定して，コマンドの実行権限を制御します。

システム運用者を対象にした対策
• OSのユーザ識別・認証
システム運用者がシステムを運用するように，システムが動作する OSのユーザ
識別・認証を設定して，コマンドの実行権限を制御します。

• システム運用者のユーザ識別・認証
システム運用者がシステムを運用するように，システムでユーザ識別・認証をし
ます。

• システムの監査ログ出力
手順書に従った方法でシステムを運用したかどうかを監査するために，システム
で監査ログを出力するようにします。

• J2EEアプリケーションの監査ログ出力
手順書に従った方法でエンドユーザを管理したかどうかを監査するために，アプ
リケーションサーバが提供する監査ログ出力用の APIを使用して J2EEアプリ
ケーションを実装して，J2EEアプリケーションの監査ログを出力するようにしま
す。監査ログ出力用の APIを使用した J2EEアプリケーションの実装方法につい
ては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／
連携編」の「6.8　アプリケーションの監査ログを出力するための実装」を参照し
てください。

エンドユーザを対象にした対策
• J2EEアプリケーションの監査ログ出力
正当なエンドユーザが手順書に従った方法でサービスを利用したかどうかを監査

対策の対象者 脅威 対策

システム管理者 不正なシステム管理者によるシス
テム構築

• OSのユーザ識別・認証

システム運用者 不正なシステム運用者によるシス
テム運用

• OSのユーザ識別・認証
• システム運用者のユーザ識別・認証

手順書に従わないシステム運用者
によるシステム運用

• システムの監査ログ出力
• J2EEアプリケーションの監査ログ出力

エンドユーザ 不正なユーザによるサービスの利
用

• J2EEアプリケーションの監査ログ出力
• J2EEアプリケーションのユーザ識別・
認証

手順書に従わないユーザによる
サービスの利用

• J2EEアプリケーションの監査ログ出力
• J2EEアプリケーションのアクセス制御
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するために，アプリケーションサーバが提供する監査ログ出力用の APIを使用し
て J2EEアプリケーションを実装して，J2EEアプリケーションの監査ログを出
力するようにします。監査ログ出力用の APIを使用した J2EEアプリケーション
の実装方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能
解説 運用／監視／連携編」の「6.8　アプリケーションの監査ログを出力するため
の実装」を参照してください。

• J2EEアプリケーションのユーザ識別・認証
正当なエンドユーザだけがサービスを利用するように，J2EEアプリケーションに
ユーザ識別・認証機能を実装します。

• J2EEアプリケーションのアクセス制御
アクセス権限を持っているエンドユーザだけが保護するべきデータにアクセスで
きるように，J2EEアプリケーションにアクセス制御機能を実装します。

10.7.3　対策を実施したセキュアなシステムの動作
ここでは，対策を実施したセキュアなシステムの動作について説明します。

対策を実施したシステムの動作の概要を次の図に示します。なお，図中に示した対策は，
「10.7.2　想定した脅威に対して実施する対策」で説明した対策と対応しています。
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図 10-3　システム管理者の操作とシステムの動作

この図で示した，対策を実施したシステムの動作の概要を，システムの使用者ごとに説
明します。

（1） システム管理者・システム運用者の操作とシステムの動作

システム管理者・システム運用者の操作とシステムの動作の概要について説明します。

システム管理者の操作
• Smart Composer機能のコマンドを使用してアプリケーションサーバを構築しま
す。ただし，J2EEアプリケーションの設定，リソースの設定などの作業は，サー
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バ管理コマンドを使用して実施します。
• ユーザ識別・認証機能とアクセス制御機能，および監査ログを出力する機能を実
装したアプリケーションを，デプロイ・開始します。

システム運用者の操作
Smart Composer機能のコマンドを使用してシステムを運用します。ただし，障害
発生時のログの収集は，snapshotlogコマンドを使用して実施します。

システムの動作
コマンドの実行によるそれぞれの操作に対して監査ログを出力します。

ポイント
 

一部のコマンドは監査ログを出力しないため，使用するコマンドが監査ログを出力するコマ
ンドかどうかを確認して作業を実施してください。監査ログを出力するコマンドについて
は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「6.6　監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してください。

（2） エンドユーザの操作とシステムの動作

システムが提供するサービス利用時のエンドユーザの操作とシステム（J2EEアプリケー
ション）の動作の概要を次に示します。

エンドユーザの操作
クライアント端末のWebブラウザから HTTPリクエストをアプリケーションサー
バへ送信します。

システム（J2EEアプリケーション）の動作
• HTTPリクエストに含まれているユーザ情報を識別して，ユーザ認証をします。
• アクセス制御機能を使用して，認証されたユーザにアクセス権があるかどうかを
チェックします。

• アクセス制御機能で許可されたリクエストが J2EEアプリケーションのサービス
を実行します。

• 処理の実行時に，監査ログを出力します。
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10.8　作業手順の検討
この節では，セキュアなシステムを構築・運用するために，システムごとに検討する必
要がある作業手順について説明します。

セキュアなシステムを構築・運用するには，それぞれの作業者が実施する作業の手順を
明確にする必要があります。システムの監査では，監査ログと作業手順書を照合して，
それぞれに矛盾がないかを調査します。作業手順書とは，システム構築，システム運用，
エンドユーザによるサービスの利用などの作業について，正しい手順，方法を明文化し
た文書です。作業手順書は，それぞれのシステムに応じて作成する必要があります。作
業者や操作内容の記録である監査ログと作業手順書を照合することで，正しい作業者が
正しい手段・手順で作業を実施したかどうかが明確になります。これによって，システ
ムの安全性を保てます。

作業手順書の作成では，それぞれの作業手順書に記載する作業とその手順・方法を検討
する必要があります。監査の観点で，正しいユーザが正しい手順・方法で実施するよう
に規定する必要がある作業を洗い出してください。また，それぞれの作業の手順では，
必ず監査ログを出力するコマンドを使用して作業を実行するように規定してください。

10.8.1　作成する作業手順書の概要
ここでは，作成する必要がある作業手順書の概要について説明します。

作成する作業手順書は，システムによって異なります。このシステムでは，次の作業手
順書を作成します。

• 入退室手順書
施錠管理がされているサーバエリアに入退室する手順が規定された文書です。

• システム構築手順書
システムを構築する手順が規定された文書です。記載する手順は，「10.8.2　システム
の構築手順の検討」および「10.8.3　システムの再構築手順の検討」で説明している
手順を基に作成します。
なお，「10.8.2　システムの構築手順の検討」，および「10.8.3　システムの再構築手順
の検討」で説明している手順では，システム管理者は Smart Composer機能のコマン
ドおよびサーバ管理コマンドを使用して操作を実行しています。また，すべての操作
に，監査ログが出力されるコマンドを使用しています。

• システム運用手順書
システムを運用する手順が規定された文書です。記載する手順は，「10.8.4　システム
の運用手順の検討」で説明している手順を基に作成します。
なお，「10.8.4　システムの運用手順の検討」で説明している手順では，システム運用
者は Smart Composer機能のコマンド，および snapshotlogコマンドを使用して操作
を実行しています。

• エンドユーザ操作手順書
システムが提供するサービスを利用する手順が規定された文書です。
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10.8.2　システムの構築手順の検討
ここでは，「システム構築手順書」に記載するシステムの構築手順の例について説明しま
す。「システム構築手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にしてく
ださい。

セキュアなシステムの構築には，Smart Composer機能のコマンド，およびサーバ管理
コマンドを使用します。また，すべての操作に，実行時に監査ログが出力されるコマン
ドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，監査
ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力される
コマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用
／監視／連携編」の「6.6　監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してくださ
い。

なお，この項で説明する手順は，すべてシステム管理者が実行します。

（1） ハードウェアの設置

システム管理者が，ハードウェアを設置します。ハードウェアを設置する手順を次に示
します。

1.「入退室手順書」に従って，外部から物理的に隔離されたサーバエリアに入室します。

2. システムが稼働するハードウェア，およびファイアウォールをサーバエリア内に設置
します。

なお，「システム構築手順書」では，ハードウェア，およびファイアウォールを設置する
手順の詳細を規定してください。

（2） OSのインストール

システム管理者が，システムで使用する OSのインストールを実施します。OSをインス
トールする手順を次に示します。

1. OSのインストール，および IPアドレス・ホスト名の設定などの，ネットワークの接
続に必要な設定をします。

2. システムに必要なセキュリティパッチを適用します。

3. システムに必要なソフトウェアをインストールして，環境変数を設定します。

4. システム管理者用の OSのアカウントを作成して，管理者権限を付与します。

5. 監査者用の OSのアカウントを作成して，安全な手段で監査者へ通知します。

（3） システムの管理の開始

システム管理者が，「(2) OSのインストール」で設定したシステム管理者用の OSのアカ
ウントを使用して OSにログインします。
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（4） 監査ログを出力するための設定

システム管理者が，運用管理サーバおよびアプリケーションサーバの端末で監査ログを
出力するための設定をします。監査ログを出力するための設定をする手順を次に示しま
す。

1. システム構成を基に，ログファイルのサイズを決定します。

2. システム管理者，およびシステム運用者に，監査ログファイルに対する読み取り権限
と書き込み権限を設定します。また，監査者に監査ログファイルに対する読み取り権
限を設定します。

3. 手順 1.および手順 2.で決定，および設定した内容を監査ログ定義ファイル
（auditlog.properties）に反映します。

4. 監査ログ定義ファイルに指定した監査ログ出力ディレクトリを作成します。

5. システム管理者，およびシステム運用者に，手順 4.で作成した監査ログ出力ディレク
トリに対する読み取り権限と書き込み権限を設定します。また，監査者に，手順 4.で
作成した監査ログ出力ディレクトリに対する読み取り権限を設定します。

6. セットアップコマンド（auditsetupコマンド）を実行します。

（5） 負荷分散機およびデータベースの設定

システム管理者が，負荷分散機およびデータベースをサーバエリア内に設置して，負荷
分散機およびデータベースを設定します。

なお，「システム構築手順書」では，負荷分散機およびデータベースの設定手順の詳細を
規定してください。

（6） 運用管理サーバの設定

システム管理者が，運用管理サーバの初期設定をします。運用管理サーバを設定する手
順を次に示します。

1. mngsvrctlコマンドで，引数「setup」を指定して，Management Serverのセットアッ
プ，および Management Serverの管理ユーザアカウントの設定をします。

2. mngautorunコマンドで，引数「server」を指定して，Management Serverの自動起
動の設定をします。

（7） Webシステムの構成定義

システム管理者が，Webシステムの構成を定義します。Webシステムの構成を定義する
手順を次に示します。

1. mngsvrctlコマンドで，引数「start」を指定して，Management Serverを起動します。

2. 簡易構築定義ファイルを編集して保存します。
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3. adminagentctlコマンドで引数「start」を指定して，それぞれのアプリケーション
サーバで運用管理エージェントを起動します。

4. 運用管理サーバで cmx_build_systemコマンドを使用して，Webシステムを構築しま
す。

（8） Webシステムの準備

システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer機能のコマンドを
使用して，Webシステムの準備をします。Webシステムを準備する手順を次に示しま
す。

1. cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステムを準備状態にします。

2. cmx_list_statusコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットが準備状態
であることを確認します。

（9） リソースアダプタの設定

システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末でサーバ管理コマンドを使用して，
データベースと連携するアプリケーションに必要なリソースアダプタを設定します。リ
ソースアダプタを設定する手順を次に示します。

1. 次のディレクトリから，使用するリソースアダプタの Connector属性ファイルのテン
プレートをコピーします。

Windowsの場合
<Cosminexusインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥templates¥

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/templates/

2. 手順 1.でコピーしてきた Connector属性ファイルのテンプレートを編集します。

3. cjimportresコマンドを使用して，リソースアダプタをインポートします。

4. cjsetrespropコマンドを使用して，Connector属性ファイルの編集内容をリソースア
ダプタに反映します。

5. cjdeployrarコマンドを使用して，リソースアダプタをデプロイします。

6. cjtestresコマンドを使用して，リソースアダプタの接続テストを実施します。

（10） J2EEアプリケーションの確認

システム管理者が，「10.7.2　想定した脅威に対して実施する対策」で説明した対策が
J2EEアプリケーションに施されているかを確認します。ここでは，「10.7.2　想定した
脅威に対して実施する対策」で説明した対策のうち，次の対策について確認します。

• J2EEアプリケーションの監査ログ出力
• J2EEアプリケーションのユーザ識別・認証
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• J2EEアプリケーションのアクセス制御

具体的には，J2EEアプリケーションが次の仕様を満たしているかどうかを確認してくだ
さい。

• システム運用者によってエンドユーザのユーザ ID・パスワードを登録，および削除す
るための機能がある。

• ユーザ ID・パスワードの識別・認証機能がある。
• 提供するサービスに対するアクセス制御機能がある。
• ユーザがサービスを利用するときに，監査ログを出力する機能がある。

（11） J2EEアプリケーションの設定

システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末でサーバ管理コマンドを使用して，
J2EEアプリケーションを設定します。J2EEアプリケーションを設定する手順を次に示
します。

1. cjimportappコマンドを使用して，J2EEアプリケーションをインポートします。

2. cjgetapppropコマンドを使用して，アプリケーション統合属性ファイルを取得しま
す。

3. 手順 2.で取得したアプリケーション統合属性ファイルを編集します。

4. cjsetapppropコマンドを使用して，アプリケーション統合属性ファイルの編集内容を
J2EEアプリケーションに反映します。

！！！！ 注意事項
 

ここでは，実行時情報を持たない J2EEアプリケーションを設定する手順について説明して
います。実行時情報を持つ J2EEアプリケーションを設定する場合は，手順 1.で J2EEア
プリケーションをインポートしたあとに，cjstopappコマンドを使用して J2EEアプリケー
ションを停止してから，手順 2.に進んでください。

（12） Webシステムの開始

システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer機能のコマンドと
サーバ管理コマンドを使用して，Webシステムを開始します。Webシステムを開始する
手順を次に示します。

1. cjstartrarコマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。

2. cjstartappコマンドを使用して，J2EEアプリケーションを開始します。

3. cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを稼働状
態にします。
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（13） 不要な機能の無効化

不正なユーザによって不要な機能を使用されないように，機能を無効化します。具体的
には，システム管理者が，コマンドの実行権限を変更したり，コマンドの実行に必要な
ファイルを削除したりします。無効化する必要がある機能を，Windowsの場合と UNIX
の場合に分けて，次の表に示します。

表 10-3　無効化する必要がある機能（Windowsの場合）

機能名 対象ディレクトリ 対象ファイル 対処

Hitachi Web 
Serverの GUI
サーバ管理機能

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥httpsd

adm-httpsd.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Hitachi Web 
Serverのパスワー
ドファイル編集コ
マンド

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥httpsd¥bin

htpasswd.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
同時実行数の変更

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmchpara.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの CTMドメ
インの情報表示と
削除

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmdminfo.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
閉塞

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmholdque.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmjver.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのメッセー
ジの編集と出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmlogcat.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキュー情
報の出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmlsque.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
閉塞解除

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmrlesque.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの稼働統計
情報の編集と出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmstsed.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのバッファ
内容の強制ファイ
ル出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmstsflush.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmver.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。
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PRFの性能解析ト
レース情報の編集
出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥PRF¥bin

cprfed.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRFのバッファ内
容の強制ファイル
出力

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥PRF¥bin

cprfflush.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRFトレース取得
レベルの表示と変
更

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ >¥PRF¥bin

cprflevel.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Management 
Serverで使用する
コマンド

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

mngsvrutil.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

mstrexport.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

mstrimport.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

ssoexport.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

ssogenkey.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

ssoimport.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

uachpw.exe システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

mngsvr_adapter
_setup.exe

このコマンドを実行しない
ようにします。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥bin

Adapter_HITAC
HI_COSMINEX
US_MANAGER
.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥externals¥jp1¥
mngsvrmonitor

mngsvr_monitor
_setup.exe

このコマンドを実行しない
ようにします。

運用管理ポータル <Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥containers¥m¥
webapps¥mngsvr

index.jsp ファイルを削除します。

機能名 対象ディレクトリ 対象ファイル 対処
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表 10-4　無効化する必要がある機能（UNIXの場合）

<Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥containers¥m¥
webapps¥mngsvr

login.jsp ファイルを削除します。

Server Plug-in <Cosminexusのインストー
ルディレクトリ
>¥manager¥config

mserver.propert
ies

Server Plug-inの設定をし
ないようにします。

機能名 対象ディレクトリ 対象ファイル 対処

Hitachi Web 
Serverの GUI
サーバ管理機能

/opt/hitachi/httpsd/sbin adminctl システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/hitachi/httpsd/sbin adm-httpsd システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Hitachi Web 
Serverのパスワー
ドファイル編集コ
マンド

/opt/hitachi/httpsd/bin htpasswd システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
同時実行数の変更

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmchpara システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの CTMドメ
イン情報の表示と
削除

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmdminfo システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
閉塞

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmholdque システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmjver システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのメッセー
ジの編集と出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmlogcat システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキュー情
報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmlsque システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのスケ
ジュールキューの
閉塞解除

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmrlesque システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMの稼働統計
情報の編集と出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmstsed システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTMのバッファ
内容の強制ファイ
ル出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmstsflush システム管理者以外の実行
権限を解除します。

機能名 対象ディレクトリ 対象ファイル 対処
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（14） システム運用者の登録

システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で OSの機能，および Smart 

CTMの実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin ctmver システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRFの性能解析ト
レース情報の編集
出力

/opt/Cosminexus/PRF/bin cprfed システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRFのバッファ内
容の強制ファイル
出力

/opt/Cosminexus/PRF/bin cprfflush システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRFトレース取得
レベルの表示と変
更

/opt/Cosminexus/PRF/bin cprflevel システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Management 
Serverで使用する
コマンド

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mngsvrutil システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mstrexport システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mstrimport システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssoexport システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssogenkey システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssoimport システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

uachpw システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mngsvr_adapter
_setup

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

Adapter_HITAC
HI_COSMINEX
US_MANAGER

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

運用管理ポータル /opt/Cosminexus/manager/
containers/m/webapps/
mngsvr

index.jsp ファイルを削除します。

/opt/Cosminexus/manager/
containers/m/webapps/
mngsvr

login.jsp ファイルを削除します。

Server Plug-in /opt/Cosminexus/manager/
config

mserver.propert
ies

Server Plug-inの設定をし
ないようにします。

機能名 対象ディレクトリ 対象ファイル 対処
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Composer機能のコマンドを使用して，システム運用者のユーザ IDとパスワードを設定
します。また，設定したユーザ IDとパスワードをシステム運用者に通知します。システ
ム運用者を登録する手順を次に示します。

1. OSの機能を使用して，システム運用者の OSのユーザ IDとパスワードを設定しま
す。

2. OSの機能を使用して，システム運用者に管理者権限を与えないよう設定します。

3. cmx_admin_passwdコマンドを使用して，システム管理者のManagement Serverの
管理ユーザ IDと管理パスワードを，システム運用者の Management Serverの管理
ユーザ IDと管理パスワードに変更します。

4. 手順 1.および手順 3.で設定したユーザ IDとパスワードを安全な手段でシステム運用
者へ通知します。

10.8.3　システムの再構築手順の検討
ここでは，「システム構築手順書」に記載するシステムの再構築手順の例について説明し
ます。「システム構築手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にして
ください。

セキュアなシステムの再構築には，Smart Composer機能のコマンド，およびサーバ管
理コマンドを使用します。また，すべての操作に，実行時に監査ログが出力されるコマ
ンドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，監
査ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力され
るコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運
用／監視／連携編」の「6.6　監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してくだ
さい。

なお，この項で説明する手順は，すべてシステム管理者が実行します。

（1） J2EEアプリケーションの入れ替え

システム管理者が，メンテナンスが必要な場合などに J2EEアプリケーションを入れ替
えます。J2EEアプリケーションを入れ替える手順を次に示します。

1. cmx_stop_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを準備状
態にします。

2. cjstopappコマンドを使用して，入れ替え前の J2EEアプリケーションを停止します。

3. cjdeleteappコマンドを使用して，入れ替え前の J2EEアプリケーションを削除しま
す。

4. cjimportappコマンドを使用して，入れ替え後の J2EEアプリケーションをインポート
します。
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5. cjgetapppropコマンドを使用して，入れ替え後の J2EEアプリケーションのアプリ
ケーション統合属性ファイルを取得します。

6. 手順 5.で取得したアプリケーション統合属性ファイルを編集して，J2EEアプリケー
ションに必要な情報を設定します。また，必要に応じて J2EEアプリケーションをカ
スタマイズします。

7. cjsetapppropコマンドを使用して，手順 6.で編集したアプリケーション統合属性ファ
イルを，入れ替え後の J2EEアプリケーションに反映します。

8. cjstartappコマンドを使用して，入れ替え後の J2EEアプリケーションを開始します。

9. cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを稼働状
態にします。

なお，J2EEアプリケーションの入れ替えには，この手順のほかに，cjreplaceappコマン
ドを使用したリデプロイ機能，または cjreloadappコマンドを使用したリロード機能を使
用することもできます。

（2） システムのチューニング

システム管理者が，必要に応じてシステムをチューニングします。システムをチューニ
ングする手順を次に示します。

1. 簡易構築定義ファイルを編集します。

2. cmx_stop_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを停止し
ます。

3. cmx_build_systemコマンドを使用して，Webシステムの設定を変更します。

4. cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを起動し
ます。

（3） システム構成の変更（サービスユニットの追加）

システム管理者が，必要に応じてサービスユニットを追加してシステム構成を変更しま
す。サービスユニットを追加してシステム構成を変更する手順を次に示します。

1. 構成変更定義ファイルを作成・編集します。

2. cmx_change_modelコマンドを使用して，Management ServerのWebシステムの情
報モデルを変更します。

3. cmx_build_systemコマンドを使用して，変更したWebシステムの情報モデルを適用
します。

4. cmx_start_targetコマンドを使用して，追加するWebシステム内のサービスユニット
を準備状態にします。

5. cjstartrarコマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。
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6. cjstartappコマンドを使用して，J2EEアプリケーションを開始します。

7. cmx_start_targetコマンドを使用して，追加するWebシステム内のサービスユニット
を稼働状態にします。

（4） システム構成の変更（サービスユニットの削除）

システム管理者が，必要に応じてサービスユニットを削除してシステム構成を変更しま
す。サービスユニットを削除してシステム構成を変更する手順を次に示します。

1. cmx_stop_targetコマンドを使用して，削除するWebシステム内のサービスユニット
を停止します。

2. cmx_delete_systemコマンドを使用して，手順 1.で指定したWebシステム内のサー
ビスユニットを削除します。

10.8.4　システムの運用手順の検討
ここでは，「システム運用手順書」に記載するシステムの運用手順の例について説明しま
す。「システム運用手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にしてく
ださい。

セキュアなシステムの運用には，Smart Composer機能のコマンド，および snapshotlog
コマンドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，
監査ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力さ
れるコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 
運用／監視／連携編」の「6.6　監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してく
ださい。

なお，この項で説明する手順のうち，Webシステムの起動の作業の一部，およびWebシ
ステムのメンテナンス以外は，システム運用者が実行します。Webシステムのメンテナ
ンスは，システム運用者に依頼されたシステム管理者が実行します。

（1） Webシステムの起動

システム運用者が，運用管理サーバの管理者端末でWebシステムを起動します。ただ
し，リソースアダプタおよび J2EEアプリケーションの起動は，システム管理者が，
サーバ管理コマンドを使用して実行します。Webシステムを起動する手順を次に示しま
す。

1. システム運用者が，cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービ
スユニットを準備状態にします。

2. システム運用者が，システム管理者にサービスの起動を依頼します。

3. システム管理者が，cjstartrarコマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。

4. システム管理者が，cjstartappコマンドを使用して，J2EEアプリケーションを開始し
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ます。

5. システム運用者が，cmx_start_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービ
スユニットを稼働状態にします。

（2） Webシステムの停止

システム運用者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer機能のコマンドを
使用して，Webシステムを停止します。Webシステムを停止する手順を次に示します。

1. cmx_stop_targetコマンドを使用して，Webシステム内のサービスユニットを停止状
態にします。

（3） エンドユーザの管理

システム運用者が，「システム運用手順書」に従って，エンドユーザのアクセス権やユー
ザ IDなどを管理します。次の作業を実施します。

●エンドユーザの登録，削除

●エンドユーザの権限の変更

●エンドユーザのパスワード変更

なお，「システム運用手順書」では，これらの手順の詳細を規定してください。

（4） エンドユーザへの通知

システム運用者が，「(3) エンドユーザの管理」で登録したエンドユーザのユーザ IDとパ
スワードをエンドユーザに通知します。ユーザ IDとパスワードをエンドユーザに通知す
る手順を次に示します。

1.「システム運用手順書」に従って登録したエンドユーザのユーザ IDとパスワードを使
用して，サービスを利用できることを確認します。

2. サービス利用時に，監査ログが出力されることを確認します。

3. 手順 1.および手順 2.の確認が終わったら，システム運用者がエンドユーザにユーザ
IDとパスワードを安全な手段で通知します。

（5） Webシステムのメンテナンス

必要に応じてWebシステムをメンテナンスします。Webシステムのメンテナンスは，シ
ステム運用者に依頼されたシステム管理者が実施します。Webシステムをメンテナンス
する手順を次に示します。

1. システム運用者が，cmx_stop_targetコマンドを使用して，メンテナンスするサービ
スユニットを閉塞，または停止します。

2. アプリケーションサーバの修正パッチを適用する場合，システム運用者がアプリケー
ションサーバ関連のプログラムを停止します。修正パッチを適用しない場合は，手順
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3.に進みます。

3. システム管理者にシステムのメンテナンスを依頼します。

4. システム管理者が，システム管理者用のユーザ IDで，OSにログインします。

5. システム管理者が OSのサービスパック，セキュリティパッチ，アプリケーション
サーバの修正パッチなどを適用します。この作業をシステム管理者が実施していると
き，システム運用者はその場に立ち会う必要があります。

6. アプリケーションサーバの修正パッチを適用した場合，システム運用者がアプリケー
ションサーバ関連のプログラムを再開します。

7. システム運用者が，cmx_start_targetコマンドを使用して，サービスユニットを再開
します。

（6） システムの障害対応

障害発生時に，システム運用者が障害に対応します。システムの障害に対応する手順を
次に示します。

1. snapshotlogコマンドを使用して，アプリケーションサーバのログを収集します。

2. 必要に応じて，snapshotlogコマンドで収集できないログを個別に収集します。

3. 収集したログを保守員に送付して，調査を依頼します。

4. 調査の結果に基づいてシステムをメンテナンスします。
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10.9　システムの監査方法の確認
この節では，システムの監査方法について説明します。

システムの監査では，監査者がそれぞれの作業手順書と監査ログに出力されている操作
の記録を照合して，正しい作業者が正しい手順で作業を実行しているかどうかを調査し
ます。

10.9.1　監査ログの入手
監査ログを入手する手順について次に示します。

1. 監査者が，「入退室手順書」に従って外部から物理的に隔離されたサーバエリアに入
室します。

2. 監査者が，監査ログサーバにログインして，各種サーバが稼働しているマシンから監
査ログを入手します。

10.9.2　監査ログの調査
監査ログの調査では，次の点を確認します。

1. 信頼できるシステム管理者が正しい方法でシステムを構築しているか
監査ログに出力された時刻，操作者，事象内容，および結果と，「システム構築手順
書」の内容に相違がないことを確認します。

2. 正しい方法で構築されたシステムが，正しく運用，および利用されているか
監査ログに出力された時刻，操作者，事象内容，および結果と，「システム運用手順
書」および「エンドユーザ操作手順書」に相違がないことを確認します。

監査ログの調査方法，および監査ログに出力されるメッセージの詳細については，次の
マニュアルを参照してください。

●監査ログの調査方法
マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の
「6.3　監査ログとは」を参照してください。

●監査ログに出力されるメッセージの詳細
マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 4」を参照してくださ
い。
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10.10　外部ネットワークを使用するシステム
でのセキュリティの検討

この節では，外部ネットワークを使用するシステムで想定されるセキュリティ上の脅威
とその対策について説明します。

10.10.1　外部ネットワークを使用するシステムで想定される
セキュリティ上の脅威

ここでは，外部ネットワークを使用するシステムで想定されるセキュリティ上の脅威に
ついて説明します。

（1） 想定するセキュリティ上の脅威

ネットワークを使用するシステムでは，セキュリティ対策が十分でないと，アプリケー
ションを不正に実行されたり，通信内容やバックエンドのデータベースで管理している
データが漏洩または改ざんされたりするおそれがあります。これらを防ぐためには，セ
キュリティ上の脅威を認識して，それらに十分に対策しておく必要があります。

ここでは，次のようなセキュリティ上の脅威を想定します。

●システム外からシステムへの第三者の不正侵入

●アプリケーションの扱うデータの第三者への漏洩

●アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩

●アプリケーションの通信内容の第三者による改ざん

●システム利用者の許可された権限の範囲を超えた操作や情報の入手

なお，ここでは，システム外部からの脅威を想定した対策について検討します。システ
ム内部の脅威については，ここでは対象にしません。

（2） 考えられる対策

想定したセキュリティ上の脅威に対しては，それぞれ，次の表に示すような対策が考え
られます。それぞれの具体的な対策方法については，参照先の説明を参照してください。

表 10-5　セキュリティ上の脅威に対して考えられる対策

脅威 対策 参照先

システム外からシステムへの第三者の不正侵入 ファイアウォールと侵入検知システムを
配置する

10.10.2

アプリケーションの扱うデータの第三者への漏
洩

アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩 通信内容を暗号化する 10.10.3
※
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注※　通信内容の暗号化には，HTTPSを使用します。参照先では，HTTPSを使用する場合に，
SSLアクセラレータを使用して暗号通信を処理する方法について説明します。

10.10.2　ファイアウォールと侵入検知システムを配置する
ここでは，ファイアウォールと侵入検知システムを適切に配置，設定することでシステ
ムのセキュリティを向上させる方法について説明します。

（1） ファイアウォールと侵入検知システムを配置する目的

ファイアウォールは，外部のネットワークと内部のネットワーク間のアクセスを制御し
ます。あらかじめアクセスを許可するクライアントや通信を特定し，決められたルール
に従って通信を許可したり破棄したりすることで，外部ネットワークからの不正なアク
セスを防止します。このため，ファイアウォールを使用する場合は，通信を許可する
ポートや IPアドレスを明確にして，設定しておく必要があります。

侵入検知システム（IDS）は，通信回線を監視して，通信パターンによって不正なアクセ
スを判断します。

ファイアウォールと侵入検知システムを適切な個所に配置，設定することで，次のよう
なセキュリティ上の脅威からシステムを守れます。

●システム外からシステムへの第三者の不正侵入

●アプリケーションの扱うデータの第三者への漏洩

ここでは，次の表に示すシステム構成ごとのファイアウォールと侵入検知システムの配
置個所，および設定するときに留意することについて説明します。

表 10-6　ファイアウォールと侵入検知システムの配置を検討するためのシステム構成の
分類

アプリケーションの通信内容の第三者による改
ざん

システム利用者の許可された権限の範囲を超え
た操作や情報の入手

アプリケーションでユーザを認証する 10.10.4

システム構成 説明 参照先

基本的なWebクライアント構
成

1台のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成です。クライアントはWebブラウザです。

10.10.2(2)

基本的な EJBクライアント構
成

1台のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成です。クライアントは EJBクライアントアプリ
ケーションです。

10.10.2(3)

脅威 対策 参照先
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なお，インターネットと接続するシステムの場合は，外部ネットワークから直接内部
ネットワークのアプリケーションサーバにアクセスされないように，DMZを確保して，
リバースプロキシを使用した構成を検討することをお勧めします。

（2） 基本的なWebクライアント構成の場合

ここでは，1台のアプリケーションサーバで構成される基本的なWebクライアント構成
の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置個所について説明します。

ファイアウォールは，ネットワークから見てアプリケーションサーバの手前に配置しま
す。この構成の場合，ネットワーク上のWebクライアントは，ファイアウォール経由で
だけアプリケーションサーバにアクセスできます。

基本的なWebクライアント構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。

図 10-4　基本的なWebクライアント構成でのファイアウォールと侵入検知システムの配
置例

（a）アプリケーションサーバの設定

アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。

サーバの層ごとにファイア
ウォールで区切る構成（アプリ
ケーション集中型）

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成で，サーバの層ごとにファイアウォールで区切る
構成です。アプリケーションはすべて同じ層のアプリ
ケーションサーバ上で動作します。

10.10.2(4)

サーバの層ごとにファイア
ウォールで区切る構成（アプリ
ケーション分散型）

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成で，サーバの層ごとにファイアウォールで区切る
構成です。アプリケーションは異なる複数の層のアプ
リケーションサーバ上で動作します。

10.10.2(5)

システム構成 説明 参照先
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● J2EEサーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EEサーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。

● Management Serverおよび運用管理エージェントのアドレス指定
Management Serverおよび運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。

（b）ファイアウォールの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバ内のWebサーバ（Hitachi Web Server）の
アクセスについて制御するために，次の項目を設定します。

●外部ネットワークからのWebサーバに対してのアクセス許可
ファイアウォールの外部のネットワークとアプリケーションサーバ間の通信では，公
開ポートであるHTTP/80や HTTPS/443などだけを許可するようにします。ただし，
システム構成によっては，DNSなど，そのほかの通信を必要に応じて許可してくださ
い。

●アクセスを許可するWebクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するWebクライアントの IPアド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォールに通信を許可する IPアドレスを指定してください。

● Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートについては，ファイ
アウォールの外部からはアクセスできないように通信を遮断してください。これらの
通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部のユーザからアプリケーショ
ンサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあります。

（c）侵入検知システムの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバ内のWebサーバ（Hitachi Web Server）の
公開ポートの通信内容を監視するために，次の項目を設定します。

●通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。

● SSLコネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPSによるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPSに関する既知の攻撃パターンとして，SSLコ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。

●公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
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それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。

（3） 基本的な EJBクライアント構成の場合

ここでは，1台のアプリケーションサーバで構成される基本的な EJBクライアント構成
の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置個所について説明します。

ファイアウォールは，ネットワークから見てアプリケーションサーバの手前に配置しま
す。この構成の場合，ネットワーク上の EJBクライアントは，ファイアウォール経由で
だけアプリケーションサーバにアクセスできます。

基本的な EJBクライアント構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。

図 10-5　基本的な EJBクライアント構成でのファイアウォールと侵入検知システムの配
置

（a）アプリケーションサーバの設定

アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。

● J2EEサーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EEサーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。

● Management Serverおよび運用管理エージェントのアドレス指定
Management Serverおよび運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。

● EJBクライアントからアクセスされるポート番号の固定
EJBクライアントからアプリケーションサーバを利用するために，EJBクライアント
から次のポート番号に通信できるように設定してください。
• CORBAネーミングサービス
ポート番号は，通常固定されています（デフォルトのポート番号：900）。
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• EJBコンテナ
ポート番号が固定されていないため，EJBコンテナが利用するポート番号を明示的
に指定（固定）する必要があります。指定個所については，「3.18　アプリケーショ
ンサーバのプロセスが使用する TCP/UDPのポート番号」を参照してください。

● Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートの指定については，
ファイアウォールの外部からはアクセスできないように，公開ポートを使用しないこ
とを推奨します。これらの通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部の
ユーザからアプリケーションサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあ
ります。

（b）ファイアウォールの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバ間のアクセスについて制御するために，次
の項目を設定します。

●外部ネットワークからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可
ファイアウォールの外部のネットワークとアプリケーションサーバ間の通信では，公
開ポートである CORBAネーミングサービスおよび EJBコンテナの固定ポートなど
だけを許可するようにします。ただし，システム構成によっては，DNSなど，そのほ
かの通信を必要に応じて許可してください。

●アクセスを許可するクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するクライアントの IPアドレスを
限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイア
ウォールに通信を許可する IPアドレスを指定してください。

● Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Serverおよび運用管理エージェントの通信ポートについては，ファイ
アウォールの外部からはアクセスできないように通信を遮断してください。これらの
通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部のユーザからアプリケーショ
ンサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあります。

（c）侵入検知システムの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバの公開ポートの通信内容を監視するために，
次の項目を設定します。

●通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。

● SSLコネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPSによるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
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監視できません。この場合は，HTTPSに関する既知の攻撃パターンとして，SSLコ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。

●公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。

（4） サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケーション集
中型）

システムの規模によっては，一つのシステムが複数のアプリケーションサーバおよびそ
のほかのサーバで構成されることがあります。このような構成では，それぞれの層でセ
キュリティを確保する必要があります。

ここでは，Webサーバ，アプリケーションサーバおよびデータベースサーバを多層化し
た場合に，アプリケーションはすべて同じ層のアプリケーションサーバで動作させる構
成について説明します。この構成を，アプリケーション集中型の構成といいます。

アプリケーション集中型の構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。この構成では，サーバの層ごとに 1台ずつ，合計 3台のファイア
ウォールを配置しています。また，DMZには，リバースプロキシモジュールを組み込ん
だWebサーバ（リバースプロキシサーバ）を配置しています。
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図 10-6　アプリケーション集中型のファイアウォールと侵入検知システムの配置

また，コストなどの要因からファイアウォール数を削減したい場合は，次の図に示すよ
うな構成にできます。この例では，ファイアウォール 1とファイアウォール 2で実行す
るアクセス制御をファイアウォール 1に集約して，ファイアウォール 2を削減します。
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図 10-7　ファイアウォールを削減した構成

この構成の場合は，ファイアウォール 2で設定する内容を，ファイアウォール 1にまと
めて設定してください。

（a）アプリケーションサーバの設定

アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。

● J2EEサーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EEサーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。

● Management Serverおよび運用管理エージェントのアドレス指定
Management Serverおよび運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。

（b）ファイアウォールの設定

この構成では，次に示す三つのファイアウォールを使用しています。

●ファイアウォール 1
外部のネットワークと DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセス
を制御します。
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●ファイアウォール 2
DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）と内部のネットワークにあるアプリ
ケーションサーバ間のアクセスを制御します。

●ファイアウォール 3
アプリケーションサーバとデータベースサーバ間のアクセスを制御します。

それぞれのファイアウォールに設定する内容について説明します。

● ファイアウォール 1の設定

外部のネットワークと DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセスを
制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。

●外部ネットワークからWebサーバ（リバースプロキシサーバ）に対してのアクセス許
可
ファイアウォール 1よりも外部のネットワークからアプリケーションサーバ内のWeb
サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80やHTTPS/
443などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNSなど，そのほかの通
信を必要に応じて許可してください。

●アクセスを許可するWebクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するWebクライアントの IPアド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォール 1に通信を許可する IPアドレスを指定してください。

● ファイアウォール 2の設定

Webサーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御するためのファイアウォール
です。次の項目を設定します。

● DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）から内部ネットワークのアプリケー
ションサーバ内のWebサーバに対してのアクセス許可
ファイアウォール 2よりも外部のネットワーク（DMZ）からアプリケーションサーバ
内のWebサーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80
やHTTPS/443などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNSなど，そ
のほかの通信を必要に応じて許可してください。

●アクセスを許可するWebクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するWebクライアントの IPアド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，リバー
スプロキシサーバの IPアドレスを指定してください。

このほかの通信の設定は，システム構成によって，必要に応じて許可してください。
DNSなどの通信の許可が必要な場合があります。
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参考
 

リダイレクタモジュールを DMZのWebサーバに組み込んだ場合など，Webサーバと
J2EEサーバが動作するアプリケーションサーバの間にファイアウォールを配置した場合に
は，次の設定が必要です。
• Webサーバからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可

J2EEサーバのWebサーバ通信用ポート（リダイレクタからのリクエスト受付ポート。
デフォルトのポート番号：8007）への通信の許可を設定します。

● ファイアウォール 3の設定

アプリケーションサーバとデータベース間のアクセスを制御するためのファイアウォー
ルです。このファイアウォールが，システムで最も重要な情報を守るための最終防衛ラ
インになります。

次の項目を設定します。

●アプリケーションサーバからデータベースサーバに対してのアクセス許可
アプリケーションサーバからデータベースサーバに対する通信は，データベースサー
バの通信用ポートだけを許可するように設定します。データベースサーバの通信用
ポートは，使用するデータベースの設定に従ってください。データベースサーバから
アプリケーションサーバへのコネクション確立が必要な場合があるので注意してくだ
さい。

このほかの通信の設定は，システム構成によって，必要に応じて許可してください。
DNSなどの通信の許可が必要な場合があります。

（c）侵入検知システムの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバ内のWebサーバの公開ポートの通信内容を
監視するために，次の項目を設定します。

●通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。

● SSLコネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPSによるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPSに関する既知の攻撃パターンとして，SSLコ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。

●公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。
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（5） サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケーション分
散型）

ここでは，「10.10.2(4) サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケー
ション集中型）」と同様に，Webサーバ，アプリケーションサーバおよびデータベース
サーバを多層化した場合に，アプリケーションを複数の層のアプリケーションサーバで
動作させるときの構成について説明します。この構成を，アプリケーション分散型の構
成といいます。

アプリケーション分散型の構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。この例では，Webサーバに該当するマシンがアプリケーション
サーバを兼ねているため，WebアプリケーションがWebサーバと同じ層で動作します。
また，Enterprise Beanは，Webサーバとは別のマシン上に構築されたアプリケーショ
ンサーバ上で動作します。

なお，運用管理は，各ホストに配置したManagement Serverによって実行します。こ
のため，管理ホストは層ごとに配置しています。

この構成では，DMZのフロントに 1台，およびサーバの層ごとに 1台ずつ，合計 4台の
ファイアウォールを配置しています。また，DMZには，リバースプロキシモジュールを
組み込んだWebサーバ（リバースプロキシサーバ）を配置しています。
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図 10-8　アプリケーション分散型のファイアウォールと侵入検知システムの配置

（a）Web／アプリケーションサーバでの設定

Webサーバを兼ねたアプリケーションサーバマシン（Web／アプリケーションサーバ）
では，次の項目を設定します。なお，このアプリケーションサーバマシンでは，Webア
プリケーションが動作します。

● J2EEサーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EEサーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。

● Management Serverおよび運用管理エージェントのアドレス指定
Management Serverおよび運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
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します。

（b）アプリケーションサーバの設定

Enterprise Beanが動作するアプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。

● J2EEサーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EEサーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。

● Management Serverおよび運用管理エージェントのアドレス指定
Management Serverおよび運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。

● EJBコンテナが利用するポート番号の固定
EJBコンテナが利用するポート番号を明示的に指定（固定）する必要があります。
指定個所については，「3.18　アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/
UDPのポート番号」を参照してください。

（c）ファイアウォールの設定

この構成では，次の 4台のファイアウォールを使用しています。

●ファイアウォール 1
外部のネットワークと DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセス
を制御します。

●ファイアウォール 2
DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）と内部のネットワーク上のWeb／ア
プリケーションサーバ間のアクセスを制御します。

●ファイアウォール 3
Web／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御しま
す。

●ファイアウォール 4
アプリケーションサーバとデータベースサーバ間のアクセスを制御します。

それぞれのファイアウォールに設定する内容について説明します。

● ファイアウォール 1の設定

外部のネットワークと DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセスを
制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。

●外部ネットワークからWebサーバ（リバースプロキシサーバ）に対してのアクセス許
可
ファイアウォール 1よりも外部のネットワークからアプリケーションサーバ内のWeb
サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80やHTTPS/
443などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNSなど，そのほかの通
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信を必要に応じて許可してください。

●アクセスを許可するWebクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するWebクライアントの IPアド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォール 1に通信を許可する IPアドレスを指定してください。

● ファイアウォール 2の設定

外部のネットワークと内部のネットワーク上のWeb／アプリケーションサーバ間のアク
セスを制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。

● DMZのWebサーバ（リバースプロキシサーバ）からアプリケーションサーバ内の
Webサーバに対してのアクセス許可
ファイアウォール 1よりも外部のネットワークから，アプリケーションサーバ内の
Webサーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80や
HTTPS/443などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNSなど，その
ほかの通信を必要に応じて許可してください。

●アクセスを許可するWebクライアントの IPアドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するWebクライアントの IPアド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，リバー
スプロキシサーバの IPアドレスを指定してください。

● ファイアウォール 3の設定

Web／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御するため
のファイアウォールです。次の項目を設定します。

●Web／アプリケーションサーバからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可
Web／アプリケーションサーバからアプリケーションサーバ上の J2EEサーバを利用
するために，次のポート番号に通信できるように設定してください。
• CORBAネーミングサービス
ポート番号は，通常固定されています（デフォルトのポート番号：900）。

• EJBコンテナ
ポート番号が固定されていないため，EJBコンテナが利用するポート番号を明示的
に指定（固定）する必要があります。
指定個所については，「3.18　アプリケーションサーバのプロセスが使用する TCP/
UDPのポート番号」を参照してください。

●トランザクション関連の双方向アクセスの許可（グローバルトランザクションでトラ
ンザクションコンテキストプロパゲーションを使用する場合）
Web／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバの間で，グローバルトラン
ザクションでトランザクションコンテキストプロパゲーションを使用する場合は，両
方のアプリケーションサーバの次に示すポートが双方向で通信できるように設定しま
す。
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• J2EEサーバのトランザクションリカバリ用通信ポート（デフォルトのポート番号：
20302）

• スマートエージェントの通信ポート（デフォルトのポート番号：14000）

●そのほかの設定（任意）
システム構成によっては，DNSなど，そのほかの通信を必要に応じて許可してくださ
い。

● ファイアウォール 4の設定

アプリケーションサーバとデータベース間のアクセスを制御するためのファイアウォー
ルです。このファイアウォールが，システムで最も重要な情報を守るための最終防衛ラ
インになります。

次の項目を設定します。

●アプリケーションサーバからデータベースサーバに対してのアクセス許可
アプリケーションサーバからデータベースサーバに対する通信は，データベースサー
バの通信用ポートだけを許可するように設定します。データベースサーバの通信用
ポートは，使用するデータベースの設定に従ってください。データベースサーバから
アプリケーションサーバへのコネクション確立が必要な場合があるので注意してくだ
さい。また，システム構成によっては，DNSなど，そのほかの通信を必要に応じて許
可してください。

（d）侵入検知システムの設定

外部ネットワークとアプリケーションサーバ内にあるWebサーバの公開ポートの通信内
容を監視するために，次の項目を設定します。

●通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，自動的に疑わしい通信は遮断するように設定する
こともできます。

● SSLコネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPSによるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPSに関する既知の攻撃パターンとして，SSLコ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。

●公開ポート以外のポートへの通信の監視
Web／アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワー
クから送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されて
いるおそれがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めしま
す。
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10.10.3　SSLアクセラレータを使用して暗号通信を処理する
ここでは，SSLアクセラレータを使用して暗号通信を処理する方法について説明します。

（1） SSLアクセラレータを使用する目的

セキュリティ上の脅威のうち，アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩または改
ざんを防ぐ方法の一つに，通信内容の暗号化があります。暗号化手段としては，通信に
HTTPSを使用する方法があります。ただし，HTTPSの基盤となる TLS／ SSLによる
通信は大変負荷が高い処理です。

SSLアクセラレータは，このような場合に，Webサーバやアプリケーションサーバに負
荷を掛けないで，HTTPSによって暗号化された通信内容の処理を実現するための専用
ハードウェアです。SSLアクセラレータを適切に配置することで，Webサーバやアプリ
ケーションサーバに負荷を掛けることなく，暗号化された内容の通信を高速化できます。

（2） SSLアクセラレータの配置

SSLアクセラレータを適用した構成の例を次の図に示します。

図 10-9　SSLアクセラレータを適用した構成

Webクライアントから HTTPSによって送信された通信内容は，SSLアクセラレータに
よって復号化され，HTTPによってWebサーバまたはアプリケーションサーバに送信さ
れます。また，Webサーバまたはアプリケーションサーバから HTTPによって送信され
た通信内容は，SSLアクセラレータによって暗号化されて，Webクライアントに送信さ
れます。

SSLアクセラレータを配置する場合は，次の点に留意してください。

● SSLアクセラレータは，ファイアウォールとの併用もできます。併用する場合は，
SSLアクセラレータをWebサーバまたはアプリケーションサーバと一体として扱っ
てください。

●Webサーバ連携をする場合は，SSLアクセラレータ使用時に，リダイレクタの追加設
定が必要な場合があります。リダイレクタを設定すると，例えば，Webクライアント
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からのリクエストがHTTP/1.0の場合にリクエストのフォワード先指定などができま
す。Management Serverを利用してシステムを構築する場合は，運用管理ポータル
の「論理サーバの環境設定」で設定できます。論理Webサーバの［リダイレクタの設
定］画面の「ゲートウェイ指定機能の設定」で，「SSLアクセラレータの使用」に，
「する」を選択してください。
Management Serverを利用しないでシステムを構築する場合は，次のファイルに設
定します。

Hitachi Web Serverの場合
mod_jk.confファイルの JkGatewayHttpsSchemeキー

Microsoft IISの場合
isapi_redirect.confファイルの gateway_https_schemeキー

Management Serverを利用してシステムを構築する場合は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「10.10.2　
リダイレクタの設定」を参照してください。
Management Serverを利用しないでシステムを構築する場合は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「9.　
Webサーバ連携で使用するファイル」を参照してください。

●インプロセスHTTPサーバを使用する場合は，SSLアクセラレータ使用時に，Web
コンテナの追加設定が必要な場合があります。この設定によって，例えば，Webクラ
イアントからのリクエストがHTTP/1.0の場合にリクエストのフォワード先指定など
ができます。Management Serverを利用してシステムを構築する場合は，運用管理
ポータルの「論理サーバの環境設定」で設定できます。論理 J2EEサーバの［その他
の設定］画面で，「ゲートウェイ指定機能の設定」の「SSLアクセラレータの使用」
に，「する」を選択してください。
Management Serverを利用しないでシステムを構築する場合は，usrconf.properties
ファイルの webserver.connector.inprocess_http.gateway.https_schemeキーに設定し
ます。
Management Serverを利用してシステムを構築する場合は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「10.9.16　
レスポンスヘッダ・ゲートウェイ指定機能の設定（インプロセスHTTPサーバ）」を
参照してください。
Management Serverを利用しないでシステムを構築する場合は，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編 (サーバ定義 )」の「2.4　
usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」を参照してくださ
い。

10.10.4　アプリケーションでユーザを認証する
ここでは，Webクライアント構成の場合に，セキュリティ確保のためにアプリケーショ
ンで利用できる認証機能について説明します。
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（1） アプリケーションでユーザを認証する目的

アプリケーションを実行するユーザを認証することで，セキュリティ上の脅威のうち，
システム利用者によって，許可した権限の範囲を超えて操作されたり情報を入手された
りすることを防げます。

アプリケーションサーバでは，次の 3種類のプロトコルを使用してユーザ認証によるセ
キュリティ確保ができます。

● HTTPS（クライアント認証）

● HTTP（Basic認証）

● HTTP（Form認証）

これらのプロトコルを目的に応じて使い分けて，セキュリティを確保してください。

（2） アプリケーションによるユーザ認証方法の比較

通信プロトコルごとの，認証実施個所および認証に使用されるエンジンについて，次の
表に示します。

表 10-7　通信プロトコルごとの認証実施個所および認証に使用されるエンジン

それぞれのプロトコルおよび認証に使用されるエンジンには特徴があります。それらの
特徴を考慮して，システムの目的に合った認証方法を選択してください。

（a）プロトコルの特徴

アプリケーションサーバのシステムの認証処理に使用できるプロトコルの特徴について，
次の表に示します。

使用するプロトコル 認証実施個所 認証に使用されるエンジン

HTTPS(クライアント認証 ) Hitachi Web Serverまたは
Microsoft IIS

SSL

SSLアクセラレータ SSL

HTTP(Basic認証 ) Hitachi Web Server HWSパスワードファイル

LDAPリポジトリ

J2EEサーバ（Webコンテナ） パスワードファイル

HTTP(Form認証 ) J2EEサーバ（Webコンテナ） パスワードファイル

J2EEサーバ（統合ユーザ管理） 統合ユーザ管理パスワードファ
イル

データベース

LDAPリポジトリ
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10.　セキュアなシステムの検討
表 10-8　プロトコルの特徴

　

（b）認証に使用されるエンジンの特徴

認証に使用されるエンジンの特徴について，次の表に示します。

表 10-9　認証に使用されるエンジンの特徴

使用するプロトコル 認証インタフェースの
自由度

クライアントでの管理
の容易さ

ネットワークの安全性

HTTPS
（クライアント認証）

Webブラウザが提供す
る機能に制約されます。

クライアント証明書が
必要です。

暗号化されているため，
盗聴されても認証情報
は安全です。

HTTP
（Basic認証）

Webブラウザが提供す
る機能に制約されます。

一般的なユーザ名称／
パスワード形式を使用
した認証ができます。

パスワードが平文また
はそれと同等の形式で
流出します。
このため，通常は，
HTTPS（サーバ認証だ
け）の暗号機能と併用
して使用します。

HTTP
（Form認証）

アプリケーションごと
にデザインできます。

一般的なユーザ名称／
パスワード形式を使用
した認証ができます。

パスワードが平文また
はそれと同等の形式で
流出します。
このため，通常は，
HTTPS（サーバ認証だ
け）の暗号機能と併用
して使用します。

エンジンの種類 はん用性 保守性 システム構成へ
の影響

性能影響への影響

パスワードファイル 使用する機能ごと
に形式が異なりま
す。

サーバまたはホ
ストごとにユー
ザ情報が散在し
ます。

特に認証用のプ
ロセスは必要あ
りません。

認証時にほかのプ
ロセスやホストと
の通信が発生しな
いため，高速で
す。

データベース 形式によっては，
既存のユーザ情報
データベースを利
用できます。

ユーザ情報の一
括管理ができま
す。

ユーザ情報を格
納するデータ
ベースサーバが
必要です。

認証時にデータ
ベースアクセスに
必要な時間が掛か
ります。

LDAPリポジトリ 形式によっては，
既存のユーザ情報
リポジトリを利用
できます。

ユーザ情報の一
括管理，および
分散したユーザ
情報の集中管理
ができます。

ユーザ情報を格
納する LDAP
対応のディレク
トリサーバが必
要です。

認証時に LDAP
ディレクトリサー
バへのアクセスに
必要な時間が掛か
ります。
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付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）
付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）
互換用のサーバの動作モードとして，ベーシックモードがあります。ベーシックモード
は，J2EEサーバモードの一つです。単一のデータベースだけのリソースをトランザク
ションで使用するシステムに適用できます。ここでは，ベーシックモードの利用につい
て説明します。

なお，ベーシックモードは，1.4モードに比べて，使用できる機能に制限があります。旧
バージョンで J2EEサーバモードにベーシックモードを使用していた場合には，1.4モー
ドに移行することをお勧めします。

付録 A.1　パフォーマンスチューニング
ここでは，ベーシックモードで使用できるパフォーマンスチューニングについて説明し
ます。

ベーシックモードで使用できるパフォーマンスチューニングを次の表に示します。

表 A-1　ベーシックモードで使用できるパフォーマンスチューニング

チューニング項目 使用可否 参照先

同時実行数の最適化 リクエスト処理スレッド数（インプロセス HTTPサーバ
使用時）

○ 8.3.3

Webアプリケー
ションの同時実行
数

URLグループ単位 ○ 8.3.4

Webアプリケーション単位 ○

Webコンテナ単位 ○

Enterprise Bean
の同時実行数

Stateless Session Beanの同時実
行数

○ 8.3.5

Stateful Session Beanの同時実行
数

○

Entity Beanの同時実行数 ○

Message-driven Beanの同時実行
数

○

CTMで制御する同時実行数 ○ 8.3.6

Enterprise Beanの
呼び出し方法の最適
化

ローカルインタフェースの使用 ○ 8.4.1

リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用 ○ 8.4.2

リモートインタフェースの参照渡し機能の使用 ○ 8.4.3

データベースアクセ
ス方法の最適化

コネクションプーリング ○ 付録
A.1(1)
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付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）
（凡例）○：使用できる。　×：使用できない。　－：該当しない。

ステートメントプーリング × －

タイムアウトの設定 Webフロントシス
テムでのタイムア
ウト

Webサーバ側で設定するクライア
ントからのリクエスト受信，およ
びクライアントへのデータ送信の
タイムアウト

○ 8.6.2

リダイレクタ側で設定するWeb
コンテナへのデータ送信のタイム
アウト

○

リダイレクタ側で設定するWeb
コンテナからのデータ受信のタイ
ムアウト

○

Webコンテナ側で設定するリダイ
レクタからのデータ受信のタイム
アウト

○

Webコンテナ側で設定するリダイ
レクタへのデータ受信のタイムア
ウト

○

バックシステムで
のタイムアウト

EJBクライアント側で設定する
Enterprise Beanのリモート呼び
出し（RMI-IIOP通信）と JNDI
によるネーミングサービス呼び出
しのタイムアウト

○ 8.6.3

EJBクライアント側で設定する
CTMから Enterprise Bean呼び
出しのタイムアウト

○

EJBコンテナ側で設定するデータベースのトランザク
ションタイムアウト（DB Connectorを使用した場合）

○※ 8.6.4

データベースのタイムアウト ○ 8.6.5

J2EEアプリケーションのメソッドタイムアウト ○ 8.6.6

Webアプリケー
ションの動作の最適
化

静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の切り分
け

○ 8.7.1

静的コンテンツのキャッシュ ○ 8.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け ○ 8.7.3

CTMの動作の最適
化

CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼働状態
を監視する間隔の設定

○ 8.8.1

負荷状況監視間隔の設定 ○ 8.8.2

CTMデーモンのタイムアウト閉塞の設定 ○ 8.8.3

CTMで振り分けるリクエストの優先順位の設定 ○ 8.8.4

そのほかの項目の
チューニング

Persistent Connectionについてのチューニング ○ 8.9

チューニング項目 使用可否 参照先
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付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）
注※
ベーシックモードの場合，CMTを使用するときのトランザクションのタイムアウトは，
Enterprise Bean，インタフェースまたはメソッドの属性では設定できません。ベーシックモー
ドの場合，CMTを使用するときのトランザクションのタイムアウトは，usrconf.propertiesで
定義してください。

これらのチューニング項目のうち，ベーシックモードで使用できる機能や，チューニン
グパラメタの異なるものについて説明します。

（1） データベースへのアクセス方法を最適化するためのチューニングパラメ
タ

ベーシックモードの場合に，コネクションプーリングで使用できる機能を次の表に示し
ます。なお，コネクションプーリングで使用できる各機能の設計時の指針については，
「8.5.1　コネクションプーリングを使用する」を参照してください。

表 A-2　コネクションプーリングで使用できる機能（ベーシックモードの場合）

（凡例）○：使用できる。　△：指定しても無視される。　×：使用できない。

注※
ただし，スイーパを実行する処理は負荷が高いため，性能に影響が出ます。このため，スイー
パを使用する場合は，自動削除の間隔を 1時間以上の値にすることをお勧めします。

次に，ベーシックモードの場合にコネクションプーリングをチューニングするパラメタ
について説明します。これらのチューニングパラメタは，データソース単位に設定しま
す。

チューニングパラメタについて，次の表に示します。これらは，サーバ管理コマンドの
CUIで設定します。CUIを使用する場合は，属性ファイルを編集してください。

機能 使用可否

プールするコネクションの最大値と最小値を指定する ○

プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する ○

コネクション取得失敗時にリトライする △

スイーパによって使わないコネクションをプールから削除する※ ○

コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしておく ×

コネクション枯渇時のコネクション取得要求を取得待ちキューに入れる ×

コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる ×

コネクションプールをクラスタ化する ×

コネクションプールの未使用コネクションがしきい値以下になったとき，コネクションを
追加する

○

コネクション取得待ち時間を指定する ○
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付録 A　ベーシックモードの利用（互換機能）
表 A-3　ベーシックモードの場合のコネクションプーリングのチューニングパラメタ

注　
cjsetrespropコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファ
レンス コマンド編」の「cjsetresprop（リソースの属性設定）」を参照してください。データ
ソース属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレ
ンス 定義編 (アプリケーション／リソース定義 )」の「4.4　データソース属性ファイル」を参
照してください。

設定項目 設定方法 設定個所

コネクションプールにプー
ルするコネクションの最小
値

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<MinimumSize>タグ

コネクションプールにプー
ルするコネクションの最大
値

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<MaximumSize>タグ

コネクションの生成時刻か
らコネクションを自動破棄
するかを判定するまでの時
間

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<ConnectionTimeout>タグ

コネクションの自動破棄
（コネクションスイーパ）が
動作する間隔

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<SweeperInterval>タグ

コネクションプールにコネ
クションを追加するための
しきい値

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の <Threshold>
タグ

コネクションプールにコネ
クションを追加する場合の
追加数

CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<GrowthIncrement>タグ

コネクション取得待ち時間 CUI（cjsetresprop） データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration>タグ下の
<WaitTimeout>タグ
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付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機
能）

互換用のアプリケーションサーバの動作モードとして，サーブレットエンジンモードが
あります。サーブレットエンジンモードは，サーブレットと JSPで構成されるWebアプ
リケーションだけをアプリケーションサーバで動作させたい場合に利用できます。ここ
では，サーブレットエンジンモードの利用について説明します。

なお，旧バージョンでサーブレットエンジンモードを使用していた場合には，アプリ
ケーションサーバの運用管理機能などが使用できる J2EEサーバモードに移行すること
をお勧めします。

付録 B.1　システム構成の設計
ここでは，サーブレットエンジンモードで使用できるシステム構成について説明します。

（1） システム設計の準備

システム設計作業を始める前に，次のことを明確にする必要があります。

• アプリケーションおよびプロセスの構成
• 運用方法

（a）アプリケーションおよびプロセスの構成

サーブレットエンジンモードでは，サーブレットと JSPだけで構成されるアプリケー
ション（Webアプリケーション）が使用できます。

また，サーブレットエンジンモードでアプリケーションサーバを動作させるシステムで
は，次に示すプロセスが必要となります。

• Webサーバ※

• Webコンテナサーバ
• PRFデーモン

注※
アプリケーションサーバに含まれるWebサーバは，Hitachi Web Serverです。

これらのプロセスは，アプリケーションサーバによって提供され，アプリケーション
サーバをインストールしたマシンで起動できます。

サーブレットエンジンモードの場合，Webクライアントからのリクエストを，リダレク
タと連携したWebサーバ（Webサーバ連携）を利用して処理できます。利用できる
Webサーバは，Hitachi Web ServerまたはMicrosoft IISです。
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付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
（b）運用方法

サーブレットエンジンモードでは，Management Serverを利用した運用，およびクラス
タソフトウェアと連携したシステムの運用はできません。サーブレットエンジンモード
で運用する場合，システムの構築には，アプリケーションサーバが提供するコマンドと
定義ファイルを使用します。

（2） サーブレットエンジンモードのシステムの構成

サーブレットエンジンモードを使用して，アプリケーションサーバのシステムを設計す
る場合，Webコンテナサーバを使用した構成になります。Webコンテナサーバは，サー
ブレットエンジンモードで動作しているアプリケーションサーバです。

システム構成の特徴
Webコンテナサーバの構成の例を次の図に示します。

図 B-1　Webコンテナサーバの構成の例

これ以外の凡例については，「3.2　システム構成の説明について」を参照してくだ
さい。

特徴
• サーブレットと JSPだけが動作します。
• サーブレットと JSPを対象にした，負荷分散機またはリダイレクタを使用し
た負荷分散構成，およびWebサーバとアプリケーションサーバを分離した構
成が実現できます。

• Management Serverを利用した運用はできません。

リクエストの流れ
サーブレットと JSPに対するクライアントからのリクエストは，Webブラウザ
からWebサーバを経由して送られます。
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付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standardまたは
Application Server Enterpriseをインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
• Webサーバ
• Webコンテナサーバ
• PRFデーモン

Application Server Standardまたは Application Server Enterpriseには，Web
サーバである Hitachi Web Serverが含まれています。Windowsの場合，Web
サーバにMicrosoft IISを使用することもできます。この場合は，ソフトウェア
としてMicrosoft IISが必要です。

Webクライアントマシン
Webクライアントマシンには，Webブラウザが必要です。

付録 B.2　パフォーマンスチューニング
ここでは，サーブレットエンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング
項目について説明します。サーブレットエンジンモードでは，アプリケーションがサー
ブレットと JSPだけで構成されるWebアプリケーションが使用できます。サーブレット
エンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング項目を次の表に示します。

表 B-1　サーブレットエンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング項目

これらのチューニング項目のうち，サーブレットエンジンモードで動作する場合に異な
る機能について説明します。

チューニング項目 利用できる機能 参照先

同時実行数の最適化 Webアプリケーションでの同時実行スレッド数制
御
（Webコンテナ単位）

8.3.4

データベースアクセス方法の最
適化

Webコンテナコネクションプーリング 付録 B.2(1)

タイムアウトの設定 Webフロントシステムでのタイムアウトの設定 8.6.2

Webアプリケーションの動作の
最適化

静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の
切り分け

8.7.1

静的コンテンツのキャッシュ 8.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け（Web
サーバ連携の場合）

8.7.3
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付録 B　サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
（1） Webコンテナコネクションプーリングを使用する

サーブレットエンジンモード上で動作するWebアプリケーションからデータベースへ接
続する場合，Webコンテナコネクションプールを使用します。このとき，Webコンテナ
コネクションプーリング機能を利用してデータベースへの接続をプールできます。これ
によって，コネクション生成時のパフォーマンスを向上できます。

Webコンテナコネクションプーリングを使用する場合，最初のコネクション取得要求が
あったときに，プール数の最小値までコネクションが生成され，プールされます。クラ
イアントからコネクション取得要求があると，プールから未使用のコネクションが選択
され，クライアントに渡されます。コネクションの解放要求があると，使用中になって
いるコネクションの状態が未使用に設定され，コネクションがプールに返されます。な
お，コネクションの状態が，再利用できない状態に設定されている場合は，データベー
スとの接続が切断され，コネクションが削除されます。この場合，コネクションはプー
ルに返されません。

Webコンテナコネクションプーリングを使用する場合は，チューニングパラメタを設定
する必要があります。Webコンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタは，
プール管理情報設定ファイルに設定します。設定した内容は，cjwebeditpoolコマンドで
登録します。プール管理情報設定ファイルについては，マニュアル「Cosminexus アプ
リケーションサーバ リファレンス 定義編 (アプリケーション／リソース定義 )」の「4.5
　プール管理情報設定ファイル」を，cjwebeditpoolコマンドについては，マニュアル
「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjwebeditpool
（プール管理情報の登録と変更）」を参照してください。

Webコンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタを次の表に示します。

表 B-2　Webコンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタ

設定項目 設定個所

プールするコネクションの最小値 <MinimumSize>タグ

プールするコネクションの最大値 <MaximumSize>タグ

コネクションを取得できなかった場合にリトライするまでのア
プリケーションの待ち時間

<RetryInterval>タグ

コネクションを取得できなかった場合のリトライ回数 <RetryCount>タグ
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチュー
ニングをする場合のチューニングパラメタ

ここでは，「8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリケーション実行基盤）」およ
び「9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）」で説明した
項目について，推奨手順以外の方法でチューニングを実施するためのチューニングパラ
メタについて説明します。推奨以外の方法とは，運用管理ポータルを使用して設定する
方法，およびファイル編集によって設定する方法です。

チューニングの考え方については，「8.　パフォーマンスチューニング（J2EEアプリ
ケーション実行基盤）」および「9.　パフォーマンスチューニング（バッチアプリケー
ション実行基盤）」を参照してください。

付録 C.1　同時実行数を最適化するためのチューニングパラ
メタ（推奨手順以外の方法）
ここでは，同時実行数の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法と設定個所
についてまとめて示します。

（1） インプロセス HTTPサーバ使用時のリクエスト処理スレッド数

インプロセス HTTPサーバを使用している場合の，リクエスト処理スレッド数のチュー
ニングパラメタの設定方法および設定個所について，次の表に示します。

なお，Webサーバ連携で Hitachi Web Serverを使用している場合のチューニングパラメ
タについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

表 C-1　インプロセス HTTPサーバ使用時のリクエスト処理スレッド数のチューニング
パラメタ（推奨手順以外の方法）

設定項目 設定方法 設定個所

J2EEサーバ起
動時に生成する
リクエスト処理
スレッド数

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「初期スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.init_threadsキー

Webクライアン
トとの接続数の
上限（リクエス
ト処理スレッド
数の上限）

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「初期スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.max_connectionsキー
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
（2） Webアプリケーションの同時実行数

URLグループ単位，Webアプリケーション単位，またはWebコンテナ単位に設定しま
す。

（a）URLグループ単位の同時実行数

URLグループ単位の同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につ
いて，次の表に示します。

表 C-2　URLグループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）

Webクライアン
トとの接続数の
上限を超えた場
合に使用される
TCP/IPの
Listenキュー
（バックログ）の
最大値

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Webクライア
ントとの接続設定」の「TCPリスンキューの長さ」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.backlogキー

予備スレッド数
の最大数

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「予備スレッド」の「最大数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.max_spare_threads
キー

予備スレッド数
の最小数

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「予備スレッド」の「最小数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.min_spare_threads
キー

設定項目 設定方法 設定個所

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（Webサーバ連
携時）

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webサーバとの接続」の
「最大スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.max_threadsキー

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス
HTTPサーバ使
用時）

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー

Webアプリケー
ション単位で同
時実行数を制御
するかどうか

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webコンテナの設定」の
「同時実行スレッド数制御機能の使用」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.container.thread_control.enabledキー

設定項目 設定方法 設定個所
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
次の設定項目については，推奨手順の場合と違いがありません。

• Webアプリケーション単位での最大同時実行スレッド数
• Webアプリケーションの占有スレッド数
• Webアプリケーション単位の実行待ちキューサイズ
• URLグループ単位の同時実行スレッド数制御の定義名
• URLグループ単位での最大同時実行スレッド数
• URLグループ単位の占有スレッド数
• URLグループ単位の実行待ちキューサイズ
• URLグループ単位の制御対象となる URLパターン

（b）Webアプリケーション単位の同時実行数

Webアプリケーション単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法および
設定個所について，次の表に示します。

表 C-3　Webアプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

デフォルトの実
行待ちキューサ
イズ

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webコンテナの設定」の
「実行待ちキューサイズ」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.container.thread_control.queue_sizeキー

設定項目 設定方法 設定個所

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（Webサーバ連
携時）

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webサーバとの接続」の
「最大スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.max_threadsキー

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス
HTTPサーバ使
用時）

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー

Webアプリケー
ション単位で同
時実行数を制御
するかどうか

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webコンテナの設定」の
「同時実行スレッド数制御機能の使用」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.container.thread_control.enabledキー

デフォルトの実
行待ちキューサ
イズ

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webコンテナの設定」の
「実行待ちキューサイズ」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.container.thread_control.queue_sizeキー

設定項目 設定方法 設定個所
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
次の設定項目については，推奨手順と違いがありません。

• Webアプリケーション単位での最大同時実行スレッド数
• Webアプリケーションの占有スレッド数
• Webアプリケーション単位の実行待ちキューサイズ

（c）Webコンテナ単位の同時実行数

Webコンテナ単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法および設定個所
について，次の表に示します。

表 C-4　Webコンテナ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）

参考
 

このほか，Webコンテナでは，リダイレクタからの TCP接続要求の最大待ち行列数も指定
できます（usrconf.propertiesの webserver.connector.ajp13.backlogキー）。ただし，これ
はソケットの Listenキューの大きさを指定するキーであり，リクエストの実行待ちキュー
と直接の関係はありません。

（3） Enterprise Beanの同時実行数

Enterprise Beanの同時実行数は，Enterprise Bean単位に設定します。

Enterprise Beanの同時実行数のチューニングパラメタについては，推奨手順の場合と違
いがありません。

（4） CTMで制御する同時実行数

CTMで制御する同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につい
て，次の表に示します。CTMデーモン，アプリケーション，および Stateless Session 
Beanに設定する項目があります。

CTMで制御する同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につい
て，次の表に示します。

設定項目 設定方法 設定個所

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（Webサーバ連
携時）

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webサーバとの接続」の
「最大スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.ajp13.max_threadsキー

Webコンテナ単
位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス
HTTPサーバ使
用時）

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
表 C-5　CTMで制御する同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）

なお，アプリケーションまたは Stateless Session Beanに対する設定項目については，
推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.2　Enterprise Beanの呼び出し方法を最適化するため
のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
ここでは，Enterprise Beanの呼び出し方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定個所についてまとめて示します。

（1） ローカルインタフェースの使用

アプリケーション作成時に，J2EEで定義されているローカルインタフェースを使用して
ください。

推奨手順の場合と違いはありません。

（2） リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用

リモートインタフェースのローカル呼び出し機能をチューニングするパラメタの設定方
法および設定個所について，次の表に示します。

表 C-6　リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタ（推
奨手順以外の方法）

（3） リモートインタフェースの参照渡し機能の使用

リモートインタフェースの参照渡し機能をチューニングするパラメタの設定方法および
設定個所について，次の表に示します。

設定対象 設定項目 設定方法 設定個所

CTMデーモ
ン

CTMが制御するスレッドの
最大値およびキューごとのリ
クエストの登録数

運用管理ポータル ［スケジューリングの設定］画
面の「CTMキューの設定」の
「スレッド最大値」

ファイル編集 ctmstartコマンドの引数
「-CTMDispatchParallelCoun
t」

設定項目 設定方法 設定個所

ローカル呼び出し最適化
機能の適用範囲

運用管理ポータル ［EJBコンテナの設定］画面の「オプション」
の「J2EEアプリケーションの呼び出し方
式」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.rmi.localinvocation.scopeキー
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
表 C-7　リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

なお，リモートインタフェースの参照渡し機能の使用（Enterprise Bean単位）について
は，推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.3　データベースへのアクセス方法を最適化するため
のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
データベースへのアクセス方法の最適化で使用するチューニングパラメタについては，
推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.4　タイムアウトを設定するチューニングパラメタ
（推奨手順以外の方法）
ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定個所についてま
とめて示します。

（1） Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびク
ライアントへのデータ送信のタイムアウト

Webサーバ連携の場合は，Webサーバ単位に設定します。インプロセス HTTPサーバの
場合は，J2EEサーバ単位に設定します。

表 C-8　Webサーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）

設定項目 設定方法 設定個所

リモートインタフェースの
参照渡し機能の使用（J2EE
サーバ単位）

運用管理ポータル ［EJBコンテナの設定］画面の「オプション」
の「リモートインタフェースの参照渡し」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.rmi.passbyreferenceキー

使用するWeb
サーバ

設定方法 設定個所

Webサーバ連携 運用管理ポータル
（Hitachi Web 
Serverの場合）

［Webサーバの設定］画面の「項目ごとに設定します。」の
「追加ディレクティブ」の Timeoutディレクティブ

［Webサーバの設定］画面の「設定ファイルの内容を直接設
定します。」の「設定ファイルの内容」の Timeoutディレク
ティブ
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
注※　Hitachi Web Serverの定義ファイルである httpd.confを編集して設定します。

（2） リダイレクタ側で設定するWebコンテナへのデータ送信のタイムアウト

リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタについて，次の表に示
します。なお，これらのチューニングパラメタは，Webサーバ連携の場合だけ指定でき
ます。

表 C-9　リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

（3） リダイレクタ側で設定するWebコンテナからのデータ受信のタイムアウ
ト

リダイレクタのワーカ定義単位で設定します。リダイレクタ側で設定するタイムアウト
のチューニングパラメタの設定方法と設定個所を次の表に示します。

ファイル編集※ • Hitachi Web Serverの場合
httpsd.confの Timeoutディレクティブ

• Microsoft IISの場合
isapi_redirect.confの receive_client_timeoutキー

インプロセス
HTTPサーバ

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Webクライア
ントとの接続設定」の「通信タイムアウト」の「リクエスト
受信」

［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Webクライア
ントとの接続設定」の［通信タイムアウト］の［リクエスト
送信］

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.receive_timeoutキー

usrconf.propertiesの
webserver.connector.inprocess_http.send_timeoutキー

Webサーバの
種類

設定方法 設定個所

Hitachi Web 
Server

運用管理ポータル ［リダイレクタの設定］画面の「オプション」の「リクエスト
送信コネクション確立タイムアウト時間」

ファイル編集 mod_jk.confの JkConnectTimeoutパラメタ

Microsoft IIS ファイル編集 isapi_redirect.confの connect_timeoutキー

Hitachi Web 
Server

運用管理ポータル ［リダイレクタの設定］画面の「オプション」の「リクエスト
送信タイムアウト時間」

ファイル編集 mod_jk.confの JkSendTimeoutパラメタ

Microsoft IIS ファイル編集 isapi_redirect.confの send_timeoutキー

使用するWeb
サーバ

設定方法 設定個所
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
表 C-10　リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

（4） Webコンテナ側で設定するリダイレクタからのデータ受信のタイムアウ
ト

J2EEサーバ単位で設定します。Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタを次の表に示します。

表 C-11　Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

（5） Webコンテナ側で設定するリダイレクタへのデータ受信のタイムアウト

J2EEサーバ単位で設定します。Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタを次の表に示します。

表 C-12　Webコンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

Webサーバ連携の場合だけ指定できます。

設定方法 設定個所

運用管理ポータル ［ワーカの設定］画面の「リダイレクタで再利用するワーカとのコネク
ション数の定義」の「通信タイムアウト」

ファイル編集 workers.propertiesの worker.<ワーカ名 >.receive_timeoutキー

設定方法 設定個所

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webサーバとの接続」の「タイムアウ
ト時間」

ファイル編集 usrconf.propertiesの webserver.connector.ajp13.receive_timeoutキー

設定方法 設定個所

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Webサーバとの接続」の「レスポンス
送信タイムアウト時間」

ファイル編集 usrconf.propertiesの webserver.connector.ajp13.send_timeoutキー
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
（6） EJBクライアント側で設定する Enterprise Beanのリモート呼び出し
（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出しのタイムア
ウト

J2EEサーバ単位，EJBクライアントアプリケーション単位または APIによる呼び出し
単位に設定します。

EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（RMI-IIOP通信
によるリモート呼び出し）を次の表に示します。

表 C-13　EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
（RMI-IIOP通信によるリモート呼び出し）（推奨手順以外の方法）

EJBクライアントアプリケーション単位の設定，および API単位の設定については，推
奨手順の場合と違いがありません。

EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミングサー
ビス呼び出し）を次の表に示します。

表 C-14　EJBクライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミ
ングサービス呼び出し）（推奨手順以外の方法）

EJBクライアントアプリケーション単位の設定については，推奨手順の場合と違いがあ
りません。

（7） EJBクライアント側で設定する CTMから Enterprise Bean呼び出しのタ
イムアウト

J2EEサーバ単位，EJBクライアントアプリケーション単位または APIによる呼び出し
単位に設定します。

なお，このタイムアウトの設定値には，「(6) EJBクライアント側で設定する Enterprise 
Beanのリモート呼び出し（RMI-IIOP通信）と JNDIによるネーミングサービス呼び出

単位 設定方法 設定個所

J2EEサーバ単位 運用管理ポータル ［EJBコンテナの設定］画面の「サーバとの接
続」の「タイムアウト時間」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.rmi.request.timeoutキー

単位 設定方法 設定個所

J2EEサーバ単位 運用管理ポータル ［ネーミングの設定］画面の「利用するネーミ
ングサービスの設定」の「タイムアウト時間」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.jndi.request.timeoutキー
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付録 C　推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
しのタイムアウト」で指定した設定値と同じ値が引き継がれます。

（8） EJBコンテナ側で設定するデータベースのトランザクションタイムアウ
ト（DB Connectorを使用した場合）

J2EEサーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMTの場合），
または APIによる呼び出し単位（BMTの場合）に設定します。

トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。

表 C-15　トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）

Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMTの場合）および API単位（BMTの場合）
のチューニングパラメタについては，推奨手順の場合と違いがありません。

（9） データベースのタイムアウト

データベースのタイムアウトを設定するチューニングパラメタについては，推奨手順の
場合と違いがありません。

付録 C.5　Webアプリケーションの動作を最適化するための
チューニングパラメタ（推奨手順以外の場合）
ここでは，Webアプリケーションの動作を最適化するために使用するチューニングパラ
メタの設定個所についてまとめて示します。

（1） 静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分けるための
チューニングパラメタ

静的コンテンツとWebアプリケーションの配置の切り分けは，Webサーバの動作を定義
するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルおよびパラメタは，使
用するWebサーバの種類によって異なります。

Webサーバの種類ごとの設定方法および設定個所を次に示します。

単位 設定方法 設定個所

J2EEサーバ単位 運用管理ポータル ［トランザクションの設定］画面の「トランザ
クションに関する設定 」の「タイムアウト時
間」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOutキー
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表 C-16　静的コンテンツとWebアプリケーションの配置を切り分けるためのチューニ
ングパラメタ（推奨手順以外の場合）

注※　httpsd.confの詳細については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） 静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ

静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタについて説明します。こ
れらのチューニングパラメタは，Webコンテナ単位またはWebアプリケーション単位に
設定します。

Webコンテナ単位に設定するチューニングパラメタの設定方法および設定個所について，
次の表に示します。

表 C-17　静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Webコンテナ
単位で設定する項目）（推奨手順以外の場合）

使用するWebサー
バ

Webサーバの種類 設定方法 設定個所

Webサーバ連携
（リダイレクタモ
ジュールを使用した
切り分け）

Hitachi Web Server 運用管理ポータル ［論理Webサーバの定義］画
面の「マッピング定義」

ファイル編集 mod_jk.confのマッピング定
義（JkMountパラメタ）

Microsoft IIS ファイル編集 uriworkermap.properties

インプロセス HTTP
サーバ
（リバースプロキシ
モジュールを使用し
た切り分け）

Hitachi Web Server 運用管理ポータル ［Webサーバの設定］画面の
「項目ごとに設定します。」の
「追加ディレクティブ」の
ProxyPassディレクティブ

［Webサーバの設定］画面の
「設定ファイルの内容を直接設
定します。」の「設定ファイル
の内容」の ProxyPassディレ
クティブ

ファイル編集 httpsd.confの ProxyPass
ディレクティブ※

設定項目 設定方法 設定個所

静的コンテンツのキャッシュを使
用するかどうかの選択

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「静的コンテンツ
キャッシュ機能」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.static_content.cache.enable
dキー
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Webアプリケーション単位に設定するチューニングパラメタについては，推奨手順の場
合と違いがありません。

（3） リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラ
メタ

リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタは，Web
サーバの動作を定義するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルお
よびパラメタは，使用するWebサーバごとに異なります。

なお，この定義は，Webサーバ連携の場合だけできます。インプロセス HTTPサーバを
使用している場合は定義できません。

Webサーバごとの設定方法および設定個所を次に示します。

表 C-18　リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタ
（推奨手順以外の場合）

付録 C.6　CTMの動作を最適化するチューニングパラメタ
（推奨手順以外の方法）
ここでは，CTMの動作の最適化で使用するチューニングパラメタの設定個所についてま
とめて示します。

Webアプリケーション単位のメモ
リサイズの上限値の設定

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「キャッシュサイ
ズ」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.static_content.cache.size
キー

キャッシュする静的コンテンツの
ファイルサイズの上限値の設定

運用管理ポータル ［Webコンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「ファイルサイズ」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
webserver.static_content.cache.filesize
.thresholdキー

Webサーバの種類 設定方法 設定個所

Hitachi Web Server 運用管理ポータル ［論理Webサーバの定義］画面
の「マッピング定義」

ファイル編集 mod_jk.confのマッピング定義
（JkMountパラメタ）

Microsoft IIS ファイル編集 uriworkermap.properties

設定項目 設定方法 設定個所
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（1） CTMドメインマネジャおよび CTMデーモンの稼働状態の監視間隔を設
定するチューニングパラメタ

CTMドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタを次に示しま
す。

監視間隔は，送信間隔×係数の値になります。

表 C-19　CTMドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ（推
奨手順以外の方法）

CTMデーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタを次に示します。

表 C-20　CTMデーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ（推奨手順以
外の方法）

対象 設定項目 設定方法 設定個所

同じネット
ワークセグ
メント内に
ある CTM
ドメインマ
ネジャ

送信間隔 運用管理ポータル 論理 CTMドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「CTMドメイン構成情報の送信間隔」

コマンド実行 ctmdmstartコマンドの引数
「-CTMSendInterval」

係数 運用管理ポータル 論理 CTMドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「ドメインマネジャ生存判定間隔係
数」

コマンド実行 ctmdmstartコマンドの引数
「-CTMAliveCheckCount」

異なるネッ
トワークセ
グメントに
ある CTM
ドメインマ
ネジャ

送信間隔 運用管理ポータル 論理 CTMドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「指定ホストへの構成情報の送信間
隔」

コマンド実行 ctmdmstartコマンドの引数
「-CTMSendHostInterval」

係数 運用管理ポータル 論理 CTMドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「ドメインマネジャ生存判定間隔係
数」

コマンド実行 ctmdmstartコマンドの引数
「-CTMAliveCheckCount」

設定項目 設定方法 設定個所

CTMデーモン間転送時
のタイムアウト

運用管理ポータル 論理 CTMの［CTM間通信の設
定］画面の「リクエスト転送時
のタイムアウト時間」

コマンド実行 ctmstartコマンドの引数
「-CTMDCSendTimeOut」
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（2） 負荷状況監視間隔を設定するチューニングパラメタ

負荷状況監視間隔のチューニングパラメタを次に示します。

表 C-21　負荷情報監視間隔のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）

（3） CTMデーモンのタイムアウト閉塞を設定するチューニングパラメタ

タイムアウト閉塞は，タイムアウト発生回数と監視間隔を設定しておくことによって，
実行されます。

CTMデーモンのタイムアウト閉塞のチューニングパラメタを次に示します。

表 C-22　CTMデーモンのタイムアウト閉塞のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）

（4） CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメ
タ

CTMで振り分けるリクエストの優先順位の設定は，EJBクライアントアプリケーション
の場合と，J2EEサーバの場合で異なります。また，J2EEサーバの場合，システムの構
築方法によって設定個所が異なります。CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定
するチューニングパラメタを次に示します。

設定項目 設定方法 設定個所

CTMデーモン間転送時
のタイムアウト

運用管理ポータル 論理 CTMの［スケジューリン
グの設定］画面の「負荷情報監
視間隔」

コマンド実行 ctmstartコマンドの引数
「-CTMLoadCheckInterval」

設定項目 設定方法 設定個所

タイムアウト発生回数 運用管理ポータル 論理 CTMの［スケジューリングの設定］画面の
「タイムアウト閉塞」の「自動閉塞するタイムアウ
ト発生回数」

コマンド実行 ctmstartコマンドの引数「-CTMWatchRequest」
（一つ目のオプション引数）

監視時間間隔 運用管理ポータル 論理 CTMの［スケジューリングの設定］画面の
「タイムアウト閉塞」の「監視時間間隔」

コマンド実行 ctmstartコマンドの引数「-CTMWatchRequest」
（二つ目のオプション引数）
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表 C-23　CTMで振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメタ（推
奨手順以外の方法）

EJBクライアントアプリケーション単位のチューニングパラメタについては，推奨手順
の場合と違いがありません。

付録 C.7　Persistent Connectionについてのチューニングパ
ラメタ（推奨手順以外の方法）

Persistent Connectionについてのチューニングパラメタについて説明します。

この項目は，Webフロントシステムの場合で，インプロセス HTTPサーバを使用すると
きにチューニングを検討してください。

表 C-24　Persistent Connectionについて設定するチューニングパラメタ（推奨手順以外
の方法）

付録 C.8　バッチサーバのフルガーベージコレクションを発
生させるしきい値を設定するためのチューニングパラメ
タ（推奨手順以外の方法）
バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定するために使用

設定単位 設定方法 設定個所

J2EEサーバ 運用管理ポータル 論理 J2EEサーバの［EJBコン
テナの設定］画面の「CTMの設
定」の「リクエストの優先順位」

ファイル編集 usrconf.propertiesの
ejbserver.client.ctm.RequestPrio
rityキー

設定項目 設定方法 設定個所

Persistent 
Connectio
n数の上
限値

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistentコネクショ
ン」の「上限値」

usrconf.propertie
s

webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_con
nectionsキー

リクエス
ト処理回
数の上限
値

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistentコネクショ
ン」の「リクエスト処理回数の上限値」

usrconf.propertie
s

webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_req
uestsキー

タイムア
ウト

運用管理ポータル ［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistentコネクショ
ン」の「タイムアウト」

usrconf.propertie
s

webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout
キー
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するチューニングパラメタについて説明します。

この項目は，バッチサーバで，フルガーベージコレクションの実行を制御するときに
チューニングを検討してください。

表 C-25　バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
チューニングパラメタ

設定項目 設定方法 設定個所

しきい値 運用管理ポータル ［コンテナの設定］画面の「拡張パラメタ」

usrconf.propertie
s

ejbserver.batch.gc.watch.thresholdキー
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付録 D　このマニュアルの参考情報
付録 D　このマニュアルの参考情報
このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録 D.1　関連マニュアル
アプリケーションサーバのマニュアルについて次に示します。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説（3020-3-U01）
アプリケーションサーバの概要について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 ファーストステップガイド（3020-3-U02）
Application Serverまたは Developerを使用して，サンプルプログラムを動かすため
のシステムを構築する手順について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド（3020-3-U04）
セットアップウィザードおよび Smart Composer機能を使用したシステムの構築・運
用の手順について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (Webコンテナ )
（3020-3-U05）
アプリケーションサーバで提供するWebコンテナの機能，およびWebコンテナに関
連する機能（Webサーバ，サーブレット／ JSPなど）について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (EJBコンテナ )
（3020-3-U06）
アプリケーションサーバで提供する EJBコンテナの機能，および EJBコンテナに関
連する機能（EJB，EJBクライアントなど）について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能 )
（3020-3-U07）
Webコンテナおよび EJBコンテナで共通して利用する機能について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編（3020-3-U08）
アプリケーションサーバで提供する拡張機能（セッションフェイルオーバ機能，バッ
チサーバ，CTMなど）について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用／監視／連携編（3020-3-U09）
アプリケーションサーバで提供する運用・監視機能，およびほかのプログラムとの連
携について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守／移行／互換編（3020-3-U10）
アプリケーションサーバで構築したシステムの保守に関する機能，移行情報，および
互換用機能について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガイド
（3020-3-U12）
アプリケーションサーバで動作するアプリケーションの操作方法について説明してい
ます。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド（3020-3-U13）
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付録 D　このマニュアルの参考情報
運用管理ポータルの使用方法について説明しています。
• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編（3020-3-U14）
アプリケーションサーバを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明して
います。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (サーバ定義 )
（3020-3-U15）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発する
ときに使用するファイルのうち，J2EEサーバやManagement Serverなどのサーバ
の定義に使用するファイルの形式について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (アプリケーション／リ
ソース定義 )（3020-3-U16）
アプリケーションサーバを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発する
ときに使用するファイルのうち，アプリケーションやリソースの属性設定に使用する
ファイルの形式について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガイド
（3020-3-U18）
アプリケーションサーバを仮想化したサーバ上に構築する場合の設計，構築，運用の
手順について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド（3020-3-U25）
アプリケーションサーバで動作させるアプリケーションの開発方法について説明して
います。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API編（3020-3-U26）
アプリケーションを開発するときに使用する APIの形式について説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCGおよび Hitachi 
Web Server編（3020-3-U41）
アプリケーションサーバで出力される KDALから KDCGまでのメッセージ，および
Hitachi Web Serverのメッセージについて説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW編（3020-3-U42）
アプリケーションサーバで出力される KDJEから KDJWまでのメッセージについて
説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT／
KEOS02000-29999／ KEUC-KFRM編（3020-3-U43）
アプリケーションサーバで出力される KECXから KEDTまでのメッセージ，
KEOS02000から KEOS29999までのメッセージ，および KEUCから KFRMまでの
メッセージについて説明しています。

• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編（3020-3-U44）
アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージについて説明しています。

また，このマニュアルと関連するこのほかのマニュアルを次に示します。必要に応じて
お読みください。

• Hitachi Web Server（3020-3-U17）
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• Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable Messaging
（3020-3-U21）
• VisiBroker Version 5 Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガ
イド（3020-3-U28）

• VisiBroker Version 5 Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) プログラマーズリ
ファレンス（3020-3-U29）

• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 解説（UNIX(R)用）
（3000-6-351）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義（UNIX(R)用）
（3000-6-353）
• HiRDB Version 9 解説（UNIX(R)用）（3000-6-451）
• HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-453）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 解説（Windows(R)用）
（3020-6-351）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義（Windows(R)用）
（3020-6-353）
• HiRDB Version 9 解説（Windows(R)用）（3020-6-451）
• HiRDB Version 9 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-453）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP開発ガイド（3020-6-356）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 XDM/RD E2接続機能
（3020-6-365）
• HiRDB Version 9 UAP開発ガイド（3020-6-456）
• HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能（3020-6-465）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド
（3020-3-K22）
• JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築
編）（3020-3-S03） 

• VOS3　データマネジメントシステム XDM E2系 システム定義（XDM/BASE・SD・
TM2）（6190-6-625）

• VOS3　Database Connection Server（6190-6-648）

なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象 OSおよびバージョン番号
を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表
に示します。

正式名称 このマニュアルでの表記

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説 Cosminexus アプリケーション
サーバ 概説

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 ファーストステップガイド Cosminexus アプリケーション
サーバ ファーストステップガ
イド
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Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド Cosminexus アプリケーション
サーバ システム構築・運用ガ
イド

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (Web
コンテナ )

Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 基本・開発編
(Webコンテナ )

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (EJB
コンテナ )

Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 基本・開発編
(EJBコンテナ )

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (コ
ンテナ共通機能 )

Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 基本・開発編
(コンテナ共通機能 )

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編 Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 拡張編

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用／監視／連携
編

Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 運用／監視／
連携編

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守／移行／互換
編

Cosminexus アプリケーション
サーバ 機能解説 保守／移行／
互換編

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガ
イド

Cosminexus アプリケーション
サーバ アプリケーション設定
操作ガイド

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド Cosminexus アプリケーション
サーバ 運用管理ポータル操作
ガイド

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編 Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス コマンド
編

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (サー
バ定義 )

Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス 定義編 (
サーバ定義 )

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (アプ
リケーション／リソース定義 )

Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス 定義編 (
アプリケーション／リソース
定義 )

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガ
イド

Cosminexus アプリケーション
サーバ 仮想化システム構築・
運用ガイド

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド Cosminexus アプリケーション
サーバ アプリケーション開発
ガイド

正式名称 このマニュアルでの表記
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Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API編 Cosminexus アプリケーション
サーバ リファレンス API編

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCG
および Hitachi Web Server編

Cosminexus アプリケーション
サーバ メッセージ 1

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW
編

Cosminexus アプリケーション
サーバ メッセージ 2

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT
／ KEOS02000-29999／ KEUC-KFRM編

Cosminexus アプリケーション
サーバ メッセージ 3

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 4 監査ログ編 Cosminexus アプリケーション
サーバ メッセージ 4

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable 
Messaging

Cosminexus Reliable 
Messaging

VisiBroker Version 5 Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デ
ベロッパーズガイド

Borland(R) Enterprise Server 
VisiBroker(R) デベロッパーズ
ガイド

VisiBroker Version 5 Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) プ
ログラマーズリファレンス

Borland(R) Enterprise Server 
VisiBroker(R) プログラマーズ
リファレンス

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用
ガイド

JP1/Automatic Job 
Management System 2 設計・
運用ガイド

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド JP1/Automatic Job 
Management System 設計ガ
イド

HiRDB Version 9 解説（UNIX(R)用） HiRDB 解説

HiRDB Version 9 解説（Windows(R)用）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 解説（UNIX(R)
用）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 解説
（Windows(R)用） 

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用） HiRDB システム定義

HiRDB Version 9 システム定義（Windows(R)用）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義
（UNIX(R)用）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義
（Windows(R)用）

HiRDB Version 9 UAP開発ガイド HiRDB UAP開発ガイド

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP開発ガイド

HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能 HiRDB XDM/RD E2接続機能

正式名称 このマニュアルでの表記
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付録 D.2　このマニュアルでの表記
このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 XDM/RD E2接続
機能

表記 製品名

Application 
Server

Application Server Enterprise uCosminexus Application Server Enterprise

Application Server Standard uCosminexus Application Server Standard

Developer Developer Professional uCosminexus Developer Professional

Developer Standard uCosminexus Developer Standard

Eclipse Eclipse 3.6.1

HiRDBまたは
HiRDBサーバ

HiRDB Server HiRDB Server Version 9

HiRDB/Parallel Server HiRDB/Parallel Server Version 8

HiRDB/Single Server HiRDB/Single Server Version 8

HiRDB Run Timeまたは HiRDBクライアント HiRDB/Developer's Kit Version 8

HiRDB/Developer's Kit Version 9

HiRDB/Run Time Version 8

HiRDB/Run Time Version 9

IPF Itanium(R) Processor Family

JP1/AJS JP1/AJS - Agent JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Agent※

JP1/Automatic Job Management System 3 - 
Agent

JP1/AJS - Manager JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Manager※

JP1/Automatic Job Management System 3 - 
Manager

JP1/AJS - View JP1/Automatic Job Management System 2 - 
View※

JP1/Automatic Job Management System 3 - 
View

JP1/AJS2 - SO JP1/AJS2 - SO Manager JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - SO View JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Scenario Operation View

正式名称 このマニュアルでの表記
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JP1/IM JP1/IM - CM JP1/Integrated Management - Central 
Information Master

JP1/IM - Manager JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View JP1/Integrated Management - View

Oracle Oracle10g Oracle 10g

Oracle 10g R2

Oracle Database 10g

Oracle11g Oracle Database 11g

Oracle Database 11g R2

Oracle9i Oracle9i

Oracle9i R2

UNIX AIX AIX 5L V5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

HP-UXまたは HP-UX（IPF） HP-UX 11i V2（IPF）

HP-UX 11i V3（IPF）

Linux Linux（IPF） Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（IPF）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（Intel 
Itanium）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced 
Platform（Intel Itanium）

Linux（x86/
AMD64 & Intel 
EM64T）

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced 
Platform（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（AMD64 & 
Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced 
Platform（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（AMD64 & 
Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（AMD/Intel 
64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（32-bit 
x86）

表記 製品名
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注※　総称して，JP1/AJS2と表記することがあります。

なお，Application Serverおよび Developerを総称して，アプリケーションサーバと表
記します。

また，Linuxに関しては，バージョンごとに次のように表記することがあります。

　

このマニュアルで使用している表記と，対応するアプリケーションサーバの機能名を次
に示します。

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit 
x86_64）

Solaris Solaris 10（SPARC）

Solaris 10（x64）

Solaris 9（SPARC）

Web Redirector uCosminexus Web Redirector

XDM/RD E2 VOS3 XDM/RD E2

表記 OS名

Red Hat Enterprise Linux 4 Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（AMD64 & Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（AMD64 & Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（IPF）

Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4（x86）

Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（AMD/
Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（Intel 
Itanium）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（Intel Itanium）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5（x86）

Red Hat Enterprise Linux Server 6 Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（32-bit x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6（64-bit x86_64）

表記 製品名
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このマニュアルで使用している表記と，対応する Java関連用語を次に示します。

表記 アプリケーションサーバの機能名

CJMSPブローカー Cosminexus JMSプロバイダのブローカー機能

CJMSPリソースアダプタ Cosminexus JMSプロバイダのリソースアダプタ

Cosminexus Developer's Kit for Java Cosminexus Developer's Kit for JavaTM

Cosminexus RM Cosminexus Reliable Messaging

CTM Cosminexus Component Transaction Monitor

DB Connector for Cosminexus RM DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging

Management Server Cosminexus Management Server

PRF Cosminexus Performance Tracer

TPBroker Cosminexus TPBroker

Server Plug-in Cosminexus Server Plug-in

Smart Composer Cosminexus Smart Composer

表記 Java関連用語

Connector 1.0 J2EETM Connector Architecture 1.0

Connector 1.5 J2EETM Connector Architecture 1.5

DI Dependency Injection

EAR Enterprise ARchive

EJBまたは Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeansTM

J2EEまたは Java 2 Platform, 
Enterprise Edition

J2EETM

JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition

JAR JavaTM Archive

Java JavaTM

Java 2 Runtime Environment, 
Standard Edition

JavaTM 2 Runtime Environment, Standard Edition

JavaBeans JavaBeansTM

Java EEまたは Java Platform, 
Enterprise Edition

JavaTM Platform, Enterprise Edition

JavaMail JavaMailTM

Java SE JavaTM Platform, Standard Edition

JavaVM JavaTM Virtual Machine

JCA J2EETM Connector Architecture
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付録 D.3　英略語
このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

JDBC JDBCTM

JavaTM Database Connectivity

JDK JDKTM

JavaTM Development Kit

JMS JavaTM Message Service

JNDI JavaTM Naming and Directory InterfaceTM

JNI JavaTM Native Interface 

JSP JSPTM

JavaServer PagesTM

JTA JavaTM Transaction API

Servletまたはサーブレット JavaTM Servlet

WAR Web ARchive

英略語 英字での表記

API Application Programming Interface

ASCII American Standard Code for Information Interchange

BMP Bean-Managed Persistence

BMT Bean-Managed Transaction

CMP Container-Managed Persistence

CMR Container-Managed Relationship

CMT Container-Managed Transaction

CORBA Common Object Request Broker Architecture

CSV Comma Separated Value

CUI Character User Interface

DB Database

DBMS Database Management System

DD Deployment Descriptor

DIT Directory Information Tree

DMZ Demilitarized Zone

DN Distinguished Name

表記 Java関連用語
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DNS Domain Name System

DTD Document Type Definition

EAR Enterprise ARchive

EIS Enterprise Information System

EL Expression Language

EUC Extended UNIX Code

GUI Graphical User Interface

HA High Availability

HTML Hyper Text Markup Language

HTTP Hyper Text Transfer Protocol

HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Security

IDE Integrated Development Environment

IIOP Internet Inter-Orb Protocol

JIS Japanese Industrial Standards

LAN Local Area Network

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

LDIF LDAP Data Interchange Format

MIB Management Information Base

OID Object Identifier

OMG Object Management Group

ORB Object Request Broker

OS Operating System

OTM Object Transaction Monitor

OTS Object Transaction Service

PIM Platform Independent Model

POA Portable Object Adapter

POP3 Post Office Protocol - Version 3

PSM Platform Specific Model

RAC Real Application Clusters

RDB Relational Database

RMI Remote Method Invocation

RPC Remote Procedure Call

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SFO Session Fail Over

SHA Secure Hash Algorithm

英略語 英字での表記
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付録 D.4　KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそ
れぞれ 1,024バイト，1,0242バイト，1,0243バイト，1,0244バイトです。

SOA Service Oriented Architecture

SPI Service Provider Interface

SPP Service Providing Program

SSL Secure Sockets Layer

SUP Service Using Program

TCS Transaction Context Server

UDDI Universal Description, Discovery and Integration

UML Unified Modeling Language

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Resource Locator

UTF UCS Transformation Format

VM Virtual Machine

WSDL Web Service Description Language

XML Extensible Markup Language

英略語 英字での表記
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付録 E　用語解説
付録 E　用語解説
アプリケーションサーバで使用する用語について説明します。

（数字）

1.4モード
サーバの動作モードです。J2EE 1.4以降の機能を使用できます。データベースを含む複数のリソー
スのトランザクション管理ができます。

1:1系切り替えシステム
実行系のアプリケーションサーバと待機系のアプリケーションサーバが 1:1で対応しているシステ
ムです。実行系のアプリケーションサーバに障害が発生すると，待機系のアプリケーションサーバ
で処理を引き継ぎます。

（英字）

Application Server
アプリケーションサーバの実行環境を構築する基盤製品です。Application Server Standardと，
Application Server Enterpriseの総称です。

CJMSPブローカー
Cosminexus JMSプロバイダで使用するプロセスです。メッセージの送信先を管理します。

CJMSPリソースアダプタ
Cosminexus JMSプロバイダで使用するリソースアダプタです。
J2EEサーバから CJMSPブローカーに接続するために使用します。Connector 1.5仕様に準拠して
います。

CORBAネーミングサービス
CORBAの仕様に準拠した，リモートオブジェクトの格納場所を管理するためのネーミングサービ
スです。アプリケーションサーバの構成ソフトウェアである Cosminexus TPBrokerによって提供
される機能です。

Cosminexus Component Container
サーバ・サイドの業務処理プログラム（ビジネスロジック）をコンポーネントとして実行するため
の構成ソフトウェアです。また，アプリケーションサーバの運用管理をするためのManagement 
Server，統合ユーザ管理，snapshotログ収集などの機能も提供しています。

Cosminexus Component Transaction Monitor
クライアントからのリクエストのスケジューリングを実現するための構成ソフトウェアです。
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Cosminexus JMSプロバイダ
アプリケーションサーバで提供している JMSプロバイダです。JMS1.1仕様に基づいた機能を提供
しています。CJMSPブローカーと CJMSPリソースアダプタによって構成されています。

Cosminexus Performance Tracer
リクエストが処理されるときに，決められたポイントごとに各機能が出力する性能解析情報をファ
イルに出力するための構成ソフトウェアです。

Cosminexus Reliable Messaging
アプリケーションサーバで構築したシステム上の J2EEアプリケーションが，メッセージを使用し
て非同期に通信するための構成ソフトウェアです。JMSインタフェースでのメッセージ通信機能を
J2EEアプリケーションに提供します。

Cosminexus アプリケーションサーバ
アプリケーションサーバを中核とした，性能および信頼性の高いアプリケーションを実行および開
発するためのシステム構築基盤製品です。

CTM
Cosminexus Component Transaction Monitorのことです。リクエストのスケジューリングをする
ための構成ソフトウェアです。

CTMデーモン
クライアントからのリクエストを制御するスケジュールキューを管理するプロセスです。リクエス
トのスケジューリングを実現する，スケジューラとして機能します。
Management Serverを利用している場合，CTMデーモンは論理サーバとして扱えます。

CTMドメインマネジャ
CTMドメインを管理するプロセスです。ホスト内の CTMデーモンの情報を，CTMドメイン内の
ほかの CTMドメインマネジャに配布します。
Management Serverを利用している場合，CTMドメインマネジャは論理サーバとして扱えます。

CTMレギュレータ
EJBクライアントから CTMデーモンに集中するリクエストを，分散集約するためのプロセスです。
TPBrokerクライアント（CORBAクライアント）から J2EEサーバ内で動作している EJBアプリ
ケーションを直接呼び出しできるゲートウェイ機能も提供します。

DB Connector
データベースに接続するためのリソースアダプタです。

DD
アプリケーションを運用環境に配置するときの定義情報を記述したものです。

EIS
データベースやトランザクションサーバなど，企業内に構築されているバックエンドシステムです。

EJBクライアント
J2EEサーバ上で開始されている Enterprise Beanを呼び出すクライアントプログラムです。次の 3
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種類があります。
• EJBクライアントアプリケーション
• サーブレットまたは JSPなどのWebアプリケーション
• ほかの Enterprise Bean

EJBクライアントアプリケーション
Enterprise Beanを呼び出す Javaアプリケーションです。

EJBコンテナ
Enterprise Beanを制御する実行環境です。また，通信，トランザクション管理などのシステムレベ
ルのサービスも提供します。Enterprise Beanの実体は，EJBコンテナの中で実行されます。

Explicitヒープ
明示管理ヒープ機能で使用するメモリ空間です。Javaヒープ外にあるため，フルガーベージコレク
ションの対象になりません。

HAモニタ
クラスタソフトウェアの一つです。
システムを監視し，障害発生時などにシステムの切り替えを実行するプログラムです。HAモニタと
連携することで，アプリケーションサーバで構築したシステムの信頼性や稼働率を向上できます。
AIX，HP-UXまたは Linuxを使用しているときに連携できます。
HAモニタと連携することで，1：1系切り替えシステム，相互系切り替えシステム，N：1リカバリ
システム，およびホスト単位管理モデルを対象とした系切り替えシステムが実現できます。

HTTPセッション
javax.servlet.http.HttpServletRequestクラスの getSessionメソッドで取得される HttpSessionオ
ブジェクトです。「HTTPセッションに格納するオブジェクト」に加え，そのほかに HTTPセッ
ションがメンバとして参照するオブジェクトを含む，HTTPセッション全体を指します。

HTTPセッション管理用オブジェクト
Webコンテナの内部で使用され，HTTPセッションを管理するオブジェクトです。

HTTPセッションに格納するオブジェクト
javax.servlet.http.HttpSessionクラスの setAttributeメソッドで HTTPセッションへ格納される
ユーザオブジェクトです。
HTTPセッションの属性ともいいます。

HTTPセッションに関するオブジェクト
「HTTPセッション管理用オブジェクト」と「HTTPセッション」とをまとめて表現した用語です。

J2EEアプリケーション
JSP，サーブレット，EnterpriseBeanなどで構成されるアプリケーションです。アプリケーション
サーバで扱う J2EEアプリケーションの形式には，EARファイル形式でパッケージ化されたアーカ
イブ形式のアプリケーションと，アーカイブ化しない展開ディレクトリ形式のアプリケーションが
あります。EARファイル形式でパッケージ化されたアプリケーションの場合，複数の EJB-JAR
ファイル，複数のWARファイル，および一つの DDから構成されます。
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J2EEコンテナ
J2EEアプリケーションを実行するためのサーバ基盤です。
J2EEコンポーネントへ各種 APIを提供する，Webコンテナ，EJBコンテナから構成されます。

J2EEコンポーネント
サーブレット，JSP，Enterprise Beanなどのユーザアプリケーションプログラムのことです。

J2EEサーバ
J2EEコンテナを生成，実行する環境です。

J2EEサーバモード
J2EEサーバの動作モードの一つです。このモードの場合，J2EEコンテナ上で動作するアプリケー
ションから，J2EE関連の APIを利用できます。なお，J2EEサーバモードには，1.4モードと，互
換用の動作モードであるベーシックモードがあります。

J2EEサービス
J2EEコンテナの部品機能として利用されます。J2EEコンポーネントに JNDI，JDBC，JTA，
RMI-IIOPおよび JavaMailの APIを提供します。

JP1
日立の統合システム運用管理ソフトウェアです。

JP1/AJS
日々の業務の中から，定型的・定期的なものを自動化して，システム運用に掛かるコストを削減し，
少ない人員で確実な運用を実現するためのプログラム群です。JP1/AJS - Manager，JP1/AJS - 
Agent，JP1/AJS - Viewの製品で構成されます。

JP1/AJS2 - SO
一つ一つの運用手順を蓄積し，ライブラリとして統合する運用管理の基盤機能を提供するプログラ
ムです。立案したシナリオに合う運用手順をライブラリから選択し，運用環境に合わせてカスタマ
イズすることで，業務運用の設計を容易に，かつ高品質で実現することができます。

JP1/IM
企業情報システム全体を統合管理する基盤になるプログラム群です。JP1/IM - Manager，JP1/IM - 
View，および JP1/IM - CMの三つの製品で構成されます。

JP1/IM - CM
業務システムを構成する各種のリソース（サーバ，ストレージなど）やシステム構成に関する情報
を集約して管理するためのプログラムです。管理対象のリソースを任意にグルーピングできるため，
システムの監視（性能，障害）や運用（設定配布，構成変更）の際に，グループ単位で管理したり
操作したりできます。

Management Server
運用管理ドメインを構成するサーバプログラムです。運用管理ドメイン単位に一つ配置します。
Management Serverは運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出
して，運用管理ドメイン全体の運用管理を実行します。
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Microsoft Cluster Service
クラスタソフトウェアの一つです。
システムを監視し，障害発生時などにシステムの切り替えを実行するプログラムです。Microsoft 
Cluster Serviceと連携することで，アプリケーションサーバで構築したシステムの信頼性や稼働率
を向上できます。Windows Server 2003で使用できます。
Microsoft Cluster Serviceと連携したシステムでは，1：1系切り替えシステム，相互系切り替えシ
ステム，N：1リカバリシステム，およびホスト単位管理モデルを対象とした系切り替えシステムが
実現できます。

N:1リカバリシステム
クラスタ構成の実行系のアプリケーションサーバに対して，1台のリカバリ専用サーバを待機系とし
て配置したシステムです。リカバリ専用サーバでは，障害が発生した実行系のアプリケーション
サーバのトランザクションの決着をします。

Outbound
Connector 1.5仕様で定められた J2EEサーバとリソースアダプタ間の通信モデルの一つです。
J2EEサーバからリソースアダプタにアクセスする通信モデルです。

SFOサーバ
システム内の J2EEサーバの J2EEアプリケーション内で生成されたグローバルセッション情報を
管理する J2EEサーバです。メモリセッションフェイルオーバ機能を使用するときにシステム構成
に含めます。

SFOサーバアプリケーション
SFOサーバ上で稼働する J2EEアプリケーションを，SFOサーバアプリケーションといいます。
SFOサーバアプリケーションは EJBで実装されています。なお，SFOサーバアプリケーションは
アプリケーションサーバで提供しています。

Smart Composer機能
一般的な 3階層モデルのアプリケーションサーバのシステムを，簡単に構築および運用できるよう
支援する機能です。システム全体に対して，システムの設定，および J2EEアプリケーションやリ
ソースアダプタのデプロイを一括で実行できるので，簡単，迅速にシステム構築ができます。
構築したシステムを一括で起動したり，一括でシステムの設定を変更したりするなど，運用機能に
ついてもサポートしています。

TP1インバウンドアダプタ
TP1インバウンド連携機能で使用するリソースアダプタです。Connector 1.5仕様に準拠していま
す。

TP1インバウンド連携機能
TP1インバウンドアダプタを使用して，OpenTP1システムの SUPからアプリケーションサーバ上
のMessage-driven Beanを Inboundで呼び出す機能です。

uCosminexus Client
EJBクライアント環境を構築するための製品です。
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usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
J2EEサーバ，バッチサーバ，Webコンテナサーバ，またはサーバ管理コマンドで使用する
JavaVMのシステムプロパティを定義するファイルです。

Webアプリケーション
Webブラウザを備えたクライアントを対象に作成されたアプリケーションです。具体的には，サー
ブレットプログラム，JSPファイル，HTML/XMLドキュメントなどの集合体です。

Webコンテナ
Webアプリケーションを制御する実行環境です。また，セキュリティ，トランザクションなどの各
種サービスも提供します。Webアプリケーションは，Webコンテナ上で動作します。
Java Servlet2.5仕様，および JavaServer Pages Specification v2.1仕様に準拠したWebアプリケー
ションを実行できます。

Webサーバ
Webブラウザからのリクエスト受信およびWebブラウザへのデータ送信に関連する処理を実行する
プログラムです。アプリケーションサーバでは，Hitachi Web Server，Microsoft IIS，またはイン
プロセス HTTPサーバを使用できます。インプロセス HTTPサーバは，J2EEサーバプロセス内で
動作するWebサーバです。
なお，Management Serverを利用する場合，Hitachi Web Serverは論理サーバとして扱えます。

Webサーバ連携
アプリケーションサーバで使用するWebサーバとして，Hitachi Web ServerまたはMicrosoft IIS
を使用する方法です。
Hitachi Web ServerまたはMicrosoft IISに Cosminexus Component Containerが提供するリダイ
レクタモジュールを組み込んで使用します。

Windows Server Failover Cluster
クラスタソフトウェアの一つです。
システムを監視し，障害発生時などにシステムの切り替えを実行するプログラムです。Windows 
Server Failover Clusterと連携することで，アプリケーションサーバで構築したシステムの信頼性
や稼働率を向上できます。Windows Server 2008で使用できます。

（ア行）

アウトプロセス
プロセスの起動のしかたです。アウトプロセスで起動させると，J2EEサーバのプロセス外で実行し
ます。アウトプロセスでネーミングサービスを使用する場合，CORBAネーミングサービスはユー
ザが起動する必要があります。

アプリケーションサーバ
情報システムの中間に位置し，ユーザの要求（プレゼンテーション層）とデータベースなどの業務
システム（データ層）の処理を橋渡しするためのアプリケーション層を構築するためのミドルウェ
アです。
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インプロセス
プロセスの起動のしかたです。インプロセスで起動させると，J2EEサーバのプロセス内で実行する
ように最適化されるので，パフォーマンスの高いシステムが実現できます。ネーミングサービス，
トランザクションサービスおよび HTTPサーバ機能をインプロセスで起動できます。このとき，
CORBAネーミングサービス，インプロセス OTSおよびインプロセス HTTPサーバは，J2EEサー
バ起動時に自動で起動されます。

インプロセス HTTPサーバ
J2EEサーバのインプロセスで動作するWebサーバ機能です。Webコンテナの機能の一部として提
供されます。

運用監視エージェント
ホスト上で動作する論理サーバの稼働状況を監視して，稼働情報を収集するエージェントプログラ
ムです。

運用管理エージェント
運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイルを更新した
りするエージェントプログラムです。

運用管理サーバ
Smart Composer機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，Management 
Serverを配置したホストです。運用管理ドメイン内の各ホストに配置されている運用管理エージェ
ントに対して，管理操作を指示します。

運用管理ドメイン
Management Serverが管理する論理サーバの集合です。同じ運用管理ポリシーが適用されます。

運用管理ポータル
Management Serverを操作するための GUIです。Webブラウザで表示します。

（カ行）

カスタムジョブ
JP1/AJS以外のプログラムと JP1/AJSが連携するジョブを定義する場合に，目的のジョブを容易に
作成するために使用できるジョブのテンプレートです。Windowsの場合，アプリケーションサーバ
では，「論理サーバ制御用カスタムジョブ」と「アプリケーション制御用カスタムジョブ」の 2種類
を提供しています。

機能レイヤ
性能解析トレース収集をする場合に，PRFトレースを出力する機能の層です。EJBクライアント，
リダイレクタ，Webコンテナ，CTM，EJBコンテナ，JNDI，JTA，JCA/JDBCなどがあります。

クラスタ
ある共通の機能を提供するサーバの集合です。
Management Serverでは，J2EEサーバクラスタまたはWebサーバクラスタを論理サーバとして
扱えます。
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クラスタソフトウェア
システムの信頼性向上，稼働率向上を目的として，システムの切り替えを実現するプログラムです。
実行中のサーバシステムに障害が発生した場合，事前に待機しているサーバシステムに，直ちに自
動で切り替えることができます。そのため，オペレータが特に意識することなく，システムの信頼
性や稼働率を高められます。
アプリケーションサーバでは，クラスタソフトウェアを使用して，1:1系切り替えシステム，N:1リ
カバリシステム，相互系切り替えシステム，およびホスト単位管理モデルを対象とした系切り替え
システムを実現できます。
AIX，HP-UXまたは Linuxを使用している場合は，クラスタソフトウェアとして HAモニタが使用
できます。Windowsの場合は，クラスタソフトウェアとしてMicrosoft Cluster Serviceおよび
Windows Server Failover Clusterが使用できます。

グローバル CORBAネーミングサービス
CTMによってリクエストをスケジューリングする場合に，CTMドメイン内に含まれる複数の
J2EEサーバに登録されている業務処理プログラム（Stateless Session Bean）の情報を共有管理す
るネーミングサービスです。

系
系とは，業務処理に必要なハードウェアのほか，実行するプログラムや通信機器を含めたシステム
全体の総称です。系の種類には，実行系と待機系があります。

系切り替え
システムに障害が発生した場合やシステムの保守のために，システムを切り替えることをいいます。
系切り替えが行われると，待機系は業務処理を引き継いで実行系となります。一方，実行系は，さ
らに障害が発生した場合に備えて待機系となります。以降，系切り替えのたびに，実行と待機を交
代して，どちらかの系で常に業務処理を実行するようにします。

現用系
最初に実行系として動作させる系を現用系といいます。系切り替えによって，実行系が待機系に
なった場合でも，呼び方は変わりません。

コネクションプーリング
サーブレット，JSP，Enterprise Beanなどの J2EEコンポーネントや，バッチアプリケーションか
らリソースへのアクセス量に応じて，リソースコネクションをメモリ上にプーリングする機能です。
リソースコネクションには，JDBCコネクション，リソースアダプタのコネクションなどがありま
す。コネクションをプーリングしておくことで，アプリケーションからのリソース接続要求を高速
に処理できます。

（サ行）

サーバ管理コマンド
サーバで管理しているアプリケーションおよびリソースの設定をするためのコマンド群です。

サーブレットエンジンモード
サーバの動作モードの一つです。Webコンテナ部分だけを使用して，サーブレットエンジンを単独
で動作させます。Enterprise Beanは動作しません。
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サーブレットエンジンとは，サーブレット実行機能および JSP実行機能を持つサーバのことです。
なお，サーブレットエンジンモードは互換用の動作モードとなります。

実行系
業務処理を実行させる系（実行中のサーバ）を指します。

シナリオ
JP1/AJS2 - SOで扱う，シナリオジョブに実行順序を付けてネットワーク化したオブジェクトです。
シナリオジョブとは，シナリオ中に定義されたコマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイ
ルなどを定義したオブジェクトです。
シナリオは JP1/AJSに登録して実行できます。

ジョブ
JP1/AJSで扱うシステム運用の各作業のことです。

スケールアウト
システム全体の処理性能を向上させることを目的として，サーバの台数を増やすことをいいます。

スケールイン
システムの規模を縮小する場合などに，サーバの台数を減らすことをいいます。

スマートエージェント
1.4モードでグローバルトランザクションを使用する場合，または CTMを使用する場合に，動的な
分散ディレクトリサービスを提供するプロセスです。
Management Serverを利用する場合，スマートエージェントは論理サーバとして扱えます。CTM
はスマートエージェントによって管理されます。
なお，グローバルトランザクションの場合でも，インプロセストランザクションサービスを利用す
るときは，スマートエージェントは不要です。

静的コンテンツ
HTMLファイルや画像ファイルなど，クライアントからの要求に対する応答に使用するファイルの
うち，リクエスト内容に影響されないで常に同じ内容になるコンテンツのことです。

性能解析トレース
アプリケーションサーバで構築したシステムの性能を解析するためのトレース情報です。

性能解析トレースファイル
アプリケーションサーバで構築したシステムの性能を解析するためのトレース情報を CSV形式で編
集出力したテキストファイルです。

セッションフェイルオーバ機能
J2EEアプリケーション実行中の HttpSessionオブジェクトに登録されたオブジェクトをセッショ
ン情報として管理し，J2EEサーバで障害が発生した場合には，管理しているセッション情報をほか
の J2EEサーバに引き渡す機能です。J2EEサーバで障害が発生し，ほかの J2EEサーバにリクエ
ストが転送された場合でも，障害発生前の状態で業務を続行できます。
セッションフェイルオーバ機能には，メモリセッションフェイルオーバ機能とデータベースセッ
ションフェイルオーバ機能の 2種類があります。メモリセッションフェイルオーバ機能の場合，
セッション情報を SFOサーバで管理します。データベースセッションフェイルオーバ機能の場合，
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セッション情報をデータベースで管理します。

セッションフェイルオーバサーバ
メモリセッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，J2EEサーバを配置しないで，SFOサー
バを配置して使用するホストです。

相互系切り替えシステム
クラスタソフトウェアを使用して実現できるシステムの一つです。アプリケーションサーバの実行
系と待機系を 1：1にする構成で，それぞれのアプリケーションサーバを実行系として稼働させなが
ら，お互いの待機系にするシステムです。

相互スタンバイ
クラスタソフトウェアを使用した運用をする場合に，アプリケーションサーバの実行系と待機系を
1:1にする構成で，それぞれのアプリケーションサーバを実行系として稼働させながら，お互いの待
機系にすることです。

（タ行）

統合ネーミングスケジューラサーバ
CTMによるリクエストのスケジューリングをする場合に，J2EEサーバを配置しないで，グローバ
ル CORBAネーミングサービスを配置して使用するホストです。統合ネーミングスケジューラサー
バのレプリカを作成することで，可用性を向上できます。なお，統合ネーミングスケジューラサー
バにも CTMデーモンは必要です。

動作モード
サーバの動作モードです。J2EEサーバモードとサーブレットエンジンモードがあります。J2EE
サーバモードには，さらに，1.4モード，ベーシックモードがあります。
ただし，ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードは旧バージョンとの互換用の動作
モードとなります。

動的コンテンツ
サーブレットや JSPのように，クライアントからの要求に応じて動的に生成されるコンテンツのこ
とです。

トランザクションサービス
グローバルトランザクションを使用する場合に，トランザクションを管理するサービスです。
TPBroker OTSによって提供されるサービス全体を表します。トランザクションサービスは，J2EE
サーバのインプロセスで起動されます。

（ナ行）

ネーミングサービス
オブジェクトに名前を付けて格納場所を管理しておくことで，格納先を知らなくても名前からその
オブジェクトを利用できるようにするサービスです。アプリケーションサーバでは CORBAネーミ
ングサービスを利用します。
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Management Serverでは，ネーミングサービスを論理サーバとして扱えます。

（ハ行）

バッチアプリケーション
バッチ処理を実装した Javaアプリケーションです。バッチ実行コマンドを使用して，バッチサーバ
上で実行します。バッチ実行コマンドを JP1/AJSのジョブとして定義しておくと，JP1/AJSから
バッチアプリケーションを実行できます。

バッチサーバ
バッチアプリケーションを実行するためのサーバです。バッチアプリケーションの実行機能のほか
に，バッチアプリケーションからデータベースに接続したり，EJBにアクセスしたりする機能も提
供しています。

パフォーマンストレーサ
PRFデーモンのことです。
Management Serverでは，パフォーマンストレーサを論理サーバとして扱えます。

負荷分散機
Webブラウザなどからのリクエストを一元的に受け付けて，同等の機能を持つ複数のサーバに転送
して各サーバの負荷を分散させるための装置です。

ベーシックモード
旧バージョンとの互換性を確保するためのサーバの動作モードの一つです。
単一リソースとのトランザクション管理ができます。

ホスト単位管理モデルを対象とした系切り替えシステム
クラスタソフトウェアを使用して実現できるシステムの一つです。複数の実行系アプリケーション
サーバと 1台の待機系アプリケーションサーバを配置して，それぞれにManagement Serverおよ
び運用管理エージェントを配置したシステムです。

（マ行）

明示管理ヒープ機能
Javaオブジェクトの配置先として，Explicitヒープを使用する機能です。Explicitヒープは Java
ヒープ外にある，フルガーベージコレクションの対象にならない領域です。明示管理ヒープ機能を
使用することによって，フルガーベージコレクションの発生を抑止できます。

（ヤ行）

ユーザプロパティファイル
usrconf.propertiesのことです。J2EEサーバ，Webコンテナサーバまたはサーバ管理コマンドを実
行する JavaVMのシステムプロパティを指定します。なお，J2EEサーバ，Webコンテナサーバお
よびサーバ管理コマンドで使用するユーザプロパティファイルは，それぞれ格納先および指定でき
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るキーが異なります。

予備系
最初に待機系として起動する系を予備系といいます。系切り替えによって，待機系が実行系になっ
た場合でも，呼び方は変わりません。

（ラ行）

ラウンドロビン検索
複数の CORBAネーミングサービス上にある同一名称の EJBホームオブジェクトを，ラウンドロビ
ンポリシーに従ってルックアップする検索機能のことです。

ラウンドロビンポリシー
複数の CORBAネーミングサービス上にある同一名称の EJBホームオブジェクトをルックアップす
る場合に適用されるポリシーです。
EJBホームオブジェクトリファレンスをラウンドロビン検索によって取得できるので，EJBクライ
アントでは意識しないで J2EEサーバに送信するリクエストの負荷分散を実現できます。

リカバリ専用サーバ
クラスタソフトウェアを使用して N:1リカバリシステムを構築している場合に待機系として機能す
るアプリケーションサーバです。
障害が発生した実行系のアプリケーションサーバに未決着のトランザクションがあった場合に，系
が切り替えられ，該当するトランザクションを解決してリソースを解放します。

リソースアダプタ
J2EE Connector Architectureによって，J2EEサーバまたはバッチサーバと，EISを接続するため
の接続機能です。
アプリケーションサーバで構築したシステムでは，データベースに接続するためのリソースアダプ
タである DB Connectorおよび DB Connector for Cosminexus RMを提供しています。また，
OpenTP1の SPPと接続するためのリソースアダプタである uCosminexus TP1 Connector，TP1/
Message Queueと接続するためのリソースアダプタである TP1/Message Queue - Access，データ
ベース上に実現したキューに接続するためのリソースアダプタである Cosminexus RMも使用でき
ます。

リソースマネジャ
リソースを管理する機能です。DBMSなどが該当します。

リダイレクタ
Webサーバに登録しWebコンテナへの接続を可能にするプラグインコンポーネント（ライブラリ）
です。Webサーバに登録したリダイレクタによって，リクエストを URLパターンまたはラウンド
ロビン方式で複数のWebコンテナに振り分けて処理できます。

リバースプロキシサーバ
インターネットなどの外部ネットワークとアプリケーションサーバが配置されている内部ネット
ワークの間の DMZに配置され，外部ネットワークからのリクエストを内部ネットワークに中継す
るための機能を持つWebサーバです。
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アプリケーションサーバでは，Hitachi Web Serverをリバースプロキシサーバとして使用できます。
リバースプロキシサーバには，リバースプロキシモジュールが組み込まれて動作します。

ローカルトランザクション
接続先のリソースマネジャによって管理されるトランザクションです。単一のリソースだけがトラ
ンザクションに参加できます。

論理サーバ
Management Serverの運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。サーバには，Web
サーバ，J2EEサーバなどがあります。クラスタとは，ある共通の機能を提供するサーバの集合で
す。

論理ネーミングサービス
JNDIがラウンドロビン検索の対象にする複数の CORBAネーミングサービスのことです。

論理ユーザサーバ
任意のサービスやプロセスをManagement Serverの管理対象として定義した論理サーバです。
Management Serverで起動・停止したり，ステータス監視したりできるようになります。
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