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2022年2月下旬に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、世界中で事態が憂慮される出来事となりました。日本
はウクライナを支持しロシアを非難する立場から、支援や制裁を打ち出しており、多くの西側諸国でも同様です。そ
んな中インターネット基盤に関してどのような動きがあるか、まとめました。

■ウクライナ副首相がICANNに対してロシアのccTLDの無効化などを依頼
ウクライナの第一副首相兼デジタルトランスフォーメーション大臣ミハイロ・フェドロフ氏からICANNに宛てられた
2022年2月28日の書簡※1において、次の3点がICANNに要請されました。

この書簡はICANN事務総長ヨーラン・マービー氏に宛てられていまし
たが、加えて広く関係者に写しが送られたため、各種メディアでも報道
されるに至りました。この書簡に対しては、同3月2日にマービー氏から
返信※2がなされました。結果的にフェドロフ氏からの要請にまったく応
えないものとなりましたが、この要請の理由としてフェドロフ氏が挙げ
た「プロパガンダや偽情報を防ぎ、市民が正しい情報を得ることを助け
る」ことは、妨害のないインターネットへのアクセスによって逆に実現で
きるとした上で、ウクライナ人を支援する姿勢を示して締めくくられて
います。

■RIPE NCC理事会の重要業務提供に関する決議とウクライナ副首相への返答
ウクライナをサービス提供地域に持つ欧州の地域インターネットレジストリであるRIPE NCCは、2022年2月28
日の理事会決議※3を発表しています。また2022年3月10日には、ウクライナ副首相がRIPE NCCに宛てた
ICANN宛てと同様の要請に対する、返信書簡※4を公開しました。

■インターネットソサエティCEOの声明
インターネットソサエティ（ISOC）は2022年3月2日付、CEOのアンドリュー・サリバン氏の名前で「Why the 
World Must Resist Calls to Undermine the Internet（なぜ世界はインターネットを傷つける動きに抵抗し
なければならないか）」※5という声明を発表しました。

DNSやIPアドレスといったインターネットの本質的要素の提供に関して、紛争に対して中立を保つという点と、紛
争下にあっても、あらゆる国／地域の市民に対して分断なくインターネットアクセスを提供することの重要性とい
う2点が、インターネット技術調整団体から示されていると言えます。JPNICブログでは、本稿では割愛した声明
の要約も掲載しています。続報となる次のブログ記事も、併せてご覧ください。

JPNICブログから、オススメ記事を紹介します。今回は、2022年2月に突如起こったロシ
アによるウクライナ侵攻に関連し、インターネット基盤に関してどのような動きがあるかを
まとめた記事をご紹介します。ぜひ、JPNICブログで全文もご覧ください！

PICK OUT!
JPNICブログコーナー

● IETF
● Internet Week
● IPアドレス
● JPNICからのお知らせ
● JPNICについて
● JPNICのイベント
● アクセス数Top 10
● インターネットガバナンス
● インターネットの技術
● コラム
● ドメイン名
● 他組織からのお知らせ
● 他組織のイベント

カテゴリー
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https://blog.nic.ad.jp/2022/7359/dom_gov_team 2022年3月11日 IPアドレス インターネットガバナンス ドメイン名

07
No.

ウクライナ侵攻とインターネット

1. ロシアのccTLD （.ru , .su , .РФ）の無効化
2. これらのccTLDに対するSSL証明書の無効化推進
3. ロシア連邦に設置された2つのルートDNSサーバの無効化

スプリンターネットに抗うインターネット
https://blog.nic.ad.jp/2022/7495/

※1  https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/fedorov-to-marby-28feb22-en.pdf
※2  https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-fedorov-02mar22-en.pdf
※3  RIPE NCC Executive Board Resolution on Provision of Critical Services
　    https://www.ripe.net/publications/news/announcements/ripe-ncc-executive-board-resolution-on-provision-of-critical-services
※4  RIPE NCC Response to Request from Ukrainian Government
　    https://www.ripe.net/publications/news/announcements/ripe-ncc-response-to-request-from-ukrainian-government
※5  https://www.internetsociety.org/blog/2022/03/why-the-world-must-resist-calls-to-undermine-the-internet/

フェドロフ氏からICANNに宛てられた書簡

2022年現在、PCにおいては、WindowsとmacOSがほぼ市場を二分しています。
Chrome OSやLinuxもありますが、いずれも当然のごとくGUIを備えています。

歴史的には、macOSの直接的な先祖であるMacintoshの発売が1984年で、これが初め
て商業的に成功したGUIと言われています。一方、Windows 1.0の発売は1985年で、
Windowsが実用的になったのは1991年に発売された3.0以降です。このことから、GUIに
ついてはMacintoshがかなり先行していたと言えます。このMacintoshの先駆けとなった
のが同じApple社のLisaで、1983年に発売されています。
LisaのGUIはMacintoshと異なりアプリケーションを直接起動することはできず、データ
アイコンをダブルクリックすると対応するアプリケーションが起動するスタイルでした。た
だ、Lisaは1万ドル弱であり、高価と言われたMacintoshの2000ドル前後よりもさらに高
額で、動作も速くはなかったため、それほど普及しませんでした。

ことはじめ
協力:株式会社日本レジストリサービス（JPRS）

今や国民的な情報端末と化した感のあるスマートフォン
は、キーボードの無い、全面的なタッチパネルディスプレイ
によるGUIを基本としています。こうした形を普及させたの
は、なんといってもApple社のiPhoneでしょう。米国では
2007年、日本では2008年に発売されたiPhone以前にも
スマートフォンはありましたが、そのほとんどはハードウェ
アとしてのキーボードを備え、タッチパネルディスプレイか
らの入力は副次的な扱いでした。しかしiPhone以後、ハー
ドウェアキーボードを備えるスマートフォンは、ほぼ絶滅し
てしまいました。

なお、スマートフォン以前の1990年代から2000年代にか
けては、電子手帳やPDA（Personal Digital Assistant）と
呼ばれる製品がありました。こちらは群雄割拠の様相を呈
しており、完全にハードウェアキーボードに依存した文字

ベースものから、手書き文字を
認識するタッチパネルディスプ
レイベースのものまで、さまざ
まな製品がありました。後者は
ほぼGUIといって差し支えなく、
日本ではシャープ社のザウル
ス、米国ではPalm社のPilotが
代表的な製品です。

2022年現在、パーソナルコンピュータ（以後PC）やス
マートフォンでは、画面に表示されたアイコンやメ
ニューを、タッチパネルやマウスなどで選択して操作す
る、GUI（Graphical User Interface）が主流になって
います。GUIが使われるようになる
前は、文字で命令を入力して、
その結果が文字で出力される
CUI（Character-based  
User Interface）が主流でし
た。今回は、GUIの始まりを
探ってみます。

GUIGUI
第16回

インターネット研究所
ハジメ・コトー所長

助手ロボット
JP_29

スマートフォンを決定づけたのは

GUIとCUI
❶

❷

PC以前のGUIとして、Xerox社のStarというワークステーションが1981年に発売されてい
ます。これは非エンジニア向けの事務作業用ワークステーションで、今日的なデスクトップ、
アイコンといった概念を生み出した画期的な機種であるとされています。ただ、1台1万6000
ドルで、他にネットワークを経由したファイルサーバとプリンタを加えると5万ドルから10万
ドルと高価だったため、商業的には成功しませんでした。

Starの元になったのが、パロアルト研究所で1973年に稼働したAltoです。これは2000台ほ
ど生産された研究用の試作機で、この上でさまざまなGUIが模索されました。中でもSmalltalk
が有名で、オーバーラップウインドウ、メニュー、コピー＆ペースト、複数フォントの混用といっ
た機能をすべてオブジェクト指向でまとめた一種のOSでした。これがLisaやMacintoshにも
影響を与えたと言われた、現代的なGUIの始まりの一つであるとされています。

Alto以前の試みとして、スタンフォード研究所のオーグメンテーション研究センターから
1968年にNLS（oN Line System）が発表されています。これはハイパーテキストやハイパー
リンク、コラボレーションツール、WYSIWYG（What You See Is What You Get）などを含
んだ壮大な構想で、この時テキストベースながらマルチウインドウやマウスというGUIを構成
する要素も提案されています。

変わったところでは1959年から1983年まで運用された、SAGE（Semi-Automatic 
Ground Environment）というアメリカ空軍の半自動式防空管制システムがあります。これ
はブラウン管ディスプレイと、ライトガンというポインティングデバイスを組み合わせたユー
ザーインタフェースを持っており、GUIの嚆矢と言われています。

PC以前のGUI
❹

❸

iPhone

Windows

Android

macOS

GUI

次回は
「クラウドストレージ」を
取り上げる予定です。

「インターネット歴史年表」も見てね !!
https://www.nic.ad.jp/timeline/
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