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イジングマシン・アニーリングマシンによる解法では，複数段階を経て最適化を実⾏する．
本研究では，問題をデバイスが扱える形に変換する定式化段階に着⽬．

組合せ最適化
問題を抽出

QUBO形式に
よる定式化

デバイスへの
問題埋め込み

準最適解の
探索

イジングマシンによる解法の流れ

応⽤探索 論理QUBOモデルの構築 デバイスによる最適化の実⾏物理QUBOモデルへの変換

例．巡回セールスマン問題
ポートフォリオ最適化
配送計画最適化
デイバス設計の最適化
など

古典のイジングマシン
量⼦アニーリングマシン
量⼦回路モデルに基づくデバイス
など

対象の組合せ最適化問題ご
とにQUBO形式のコスト関
数を導出する必要がある．

論理QUBOモデルを物理
QUBOモデルへと変換する
際に追加の補助変数が必要
となる．

本研究の対象



イジングマシンの従来の解法では，バイナリ変数の2次式で最適化問題のコスト関数を定式化す
る必要がある．

<latexit sha1_base64="2vcvQHI92gcRiDrRu2GXMZiVDaM=">AAACu3ichVG7SsRQED3G1/qO2gg2wUWxkGUioiIIgo2lr1XBlSWJV71uXiTZRV32B/wBC20UFMTPsBF7Cz9BLBVsLJxkA6KiTri5M+fOmXvmjunbMoyIHhuUxqbmltZMW3tHZ1d3j9rbtxZ65cASecuzvWDDNEJhS1fkIxnZYsMPhOGYtlg3S/Px+XpFBKH03NXo0BdbjrHryh1pGRFDRVU9KEqtIF2tUKUxTS/UimqWcpSY9tPRUyeL1BY99R4FbMODhTIcCLiI2LdhIORvEzoIPmNbqDIWsCeTc4Ea2plb5izBGQajJf7vcrSZoi7Hcc0wYVt8i80rYKaGYXqga3qhO7qhJ3r/tVY1qRFrOeTdrHOFX+w5Hlh5+5fl8B5h75P1p+YIO5hOtErW7idI3IVV51eOTl5WZpaHqyN0Qc+s/5we6ZY7cCuv1uWSWD79Q4/JfRscC675+8vFeQ7iMerfh/bTWRvP6ZO5iaWJ7Nx0OtAMBjGEUZ7aFOawgEXkuXoFZ7jElTKrWMq+YtdTlYaU048vppQ/AA41ngQ=</latexit>

xi 2 {0, 1}
<latexit sha1_base64="j+sxndL0soxBRYxZRouXUqUPqV4=">AAACwHichVFNS8NAEH3G789GRRC8BIviqWxFVDyJXjzaalWwUpK4tWvzZbItaOgf8A948KTgQf0ZXsS7B3+CeFTw4sFJGhAV64TNzrydN/tmx/AsEUjGntqU9o7Oru6e3r7+gcGhlDo8shW4Nd/kBdO1XH/H0ANuCYcXpJAW3/F8rtuGxbeN6mp0vl3nfiBcZ1Mee3zP1g8cURamLgkqqWO5UigOG1pROFrR1mXFMMJ8o6SmWYbFpv12somTRmLrrvqAIvbhwkQNNjgcSPIt6Ajo20UWDB5hewgJ88kT8TlHA33ErVEWpwyd0Cr9DyjaTVCH4qhmELNNusWi5RNTwxR7ZNfsld2zW/bMPv6sFcY1Ii3HtBtNLvdKqdPxjfd/WTbtEpUvVkvNEmUsxloFafdiJOrCbPLrJ2evG0v5qXCaXbIX0n/BntgddeDU38yrHM+ft9BjUN86xZxq/v1yUZ6NaIzZn0P77WzNZrLzmbncXHp5MRloDyYwiRma2gKWsYZ1FKh6iAvc4FZZUSqKqxw1U5W2hDOKb6acfAKkdKEo</latexit>

Qij 2 R

組合せ最適化問題のコスト関数は常にQUBO表現が可能か︖

<latexit sha1_base64="1y3mCXl1gsQfC1bHNEgUzB69ejI=">AAACnHichVFLSwJRFD5OL7OHVpsgCEmMVnINKWkl1CKIwEc+QEVmpptenBczV8EG/0B/oIWrIhfRT2jZpj/Qwp8QLQ3atOjMOBAl2Rnu3HO+e75zv3OPZCjM4oQMfMLU9MzsnH8+sLC4tBwMrawWLL1lyjQv64puliTRogrTaJ4zrtCSYVJRlRRalJqHznmxTU2L6doZ7xi0qop1jV0wWeQI1UJBucK0cEUVeUOS7Gy3FoqQGHEtPO7EPScCnqX10CNU4Bx0kKEFKlDQgKOvgAgWfmWIAwEDsSrYiJnoMfecQhcCyG1hFsUMEdEm/usYlT1Uw9ipablsGW9RcJnIDEOUvJB7MiTP5IG8ks8/a9luDUdLB3dpxKVGLXi1nvv4l6XizqHxzZqomcMFJF2tDLUbLuJ0IY/47cvrYe4gG7W3yS15Q/03ZECesAOt/S73MzTbm6BHwr5FjCnWxJfDQcV/j2XcKezG4nuxRCYRSSW9kflhA7ZgB+eyDyk4hjTk3dn14A76wqZwJJwIp6NUwedx1uCHCYUv/ECX0w==</latexit>

c 2 R
<latexit sha1_base64="o5W/ckNuknfS3u95IMmmZPOZo6U=">AAAC1HichVE9T9tQFD0xXylQCO1SqYvVCASqFL1UhUaVKkXq0pEE8iERZNnuS3jBX7KdKMH1VHXp0I4dOrUSA2JmhaELYmfgJyBGkFg69NqxhNoo9Fr2O++8e67PfVdzDOH5jF2kpLHxicmp9IPpmdmHc/OZhUdVz+64Oq/otmG7dU31uCEsXvGFb/C643LV1Axe03bfRue1Lnc9YVubft/h26baskRT6KpPlJJZaS43NDPohSvyG1mXn8sNr2MqgWgYXG6HJULtsKeIntJWMlmWY3HIwyCfgCySWLczZ2jgPWzo6MAEhwWfsAEVHj1byIPBIW4bAXEuIRGfc4SYJm2HsjhlqMTu0rdFu62EtWgf1fRitU5/Meh1SSljkZ2zA3bNTtkhu2S/R9YK4hqRlz6t2kDLHWX+85ON2/+qTFp97Nyp7vXso4lC7FWQdydmoi70gb679+1643V5MVhiP9kV+f/BLtgv6sDq3uj7JV7+fo8fjfpWac+p5uibi/JMhDTG/L9DGwbVF7n8Wm619DJbLCQDTeMpnmGZpvYKRbzDOipU/SuOcIwTqSp9kD5KnwapUirRPMZfIX35A7oBqLA=</latexit>

f(x) = c+
X

ij

Qijxixj

不可能な問題も存在する



ブラックボックス最適化問題はコスト関数のQUBO定式化が困難な典型例．

情報科学分野にはブラックボックス関数を代理モデルで表現する最適化⼿法が存在する．

ブラックボックス関数

<latexit sha1_base64="Pr+2B3c0rvgRo6VqfGhJKB7vSyA=">AAACznichVFLLwRBEC7jvV6LA4nLxIYgsqlZjxWJkHBwEeuxSKxsZkbvmphXZmY31mbjKv6AgxPiIPgVLo4uDn6COJK4OKjpGcQBNZnuqq/rq/66SrF1zfUQH6uE6prauvqGxkhTc0trW7S9Y821Co7K0qqlW86GIrtM10yW9jRPZxu2w2RD0dm6sjvrn68XmeNqlrnqlWy2Zch5U8tpquwRlI125QYyiqVvuyWDtvJeZVCcEjPD09loDOOJ5AQmEyJ3JGkscHAsIUpx5BaD0FJW9B4ysA0WqFAAAxiY4JGvgwwufZsgAYJN2BaUCXPI0/g5gwpEiFugLEYZMqG7tOYp2gxRk2K/psvZKt2i0+8QU4Q+fMBLfME7vMInfP+1VpnX8LWUaFcCLrOzbUfdK2//sgzaPdj5Zv2p2YMcTHCtGmm3OeK/Qg34xf3jl5XJ5b5yP57hM+k/xUe8pReYxVf1Yoktn/Dqc8QJOuiQtxAqWKR6jBA/8nswRLdkeE6eVPr3VcIO5wkf/sIiNNLPuYm/O2uJuDQeH1kajc2Mh8NtgB7ohQGaYBJmYB5SkOYvOYdruBFSQlGoCAdBqlAVcjrhhwmHH0qPo3s=</latexit>

f(x) = ?

p 不明な解析形

p ⾼い評価コスト

典型例 | ブラックボックス最適化問題



代理モデルとして機械学習モデルの Factorization Machine (FM) を利⽤する．
FMは計算時間が変数の個数の線形でしか増加しないというメリットを持つ．

FMのモデル⽅程式ブラックボックス関数

<latexit sha1_base64="Pr+2B3c0rvgRo6VqfGhJKB7vSyA=">AAACznichVFLLwRBEC7jvV6LA4nLxIYgsqlZjxWJkHBwEeuxSKxsZkbvmphXZmY31mbjKv6AgxPiIPgVLo4uDn6COJK4OKjpGcQBNZnuqq/rq/66SrF1zfUQH6uE6prauvqGxkhTc0trW7S9Y821Co7K0qqlW86GIrtM10yW9jRPZxu2w2RD0dm6sjvrn68XmeNqlrnqlWy2Zch5U8tpquwRlI125QYyiqVvuyWDtvJeZVCcEjPD09loDOOJ5AQmEyJ3JGkscHAsIUpx5BaD0FJW9B4ysA0WqFAAAxiY4JGvgwwufZsgAYJN2BaUCXPI0/g5gwpEiFugLEYZMqG7tOYp2gxRk2K/psvZKt2i0+8QU4Q+fMBLfME7vMInfP+1VpnX8LWUaFcCLrOzbUfdK2//sgzaPdj5Zv2p2YMcTHCtGmm3OeK/Qg34xf3jl5XJ5b5yP57hM+k/xUe8pReYxVf1Yoktn/Dqc8QJOuiQtxAqWKR6jBA/8nswRLdkeE6eVPr3VcIO5wkf/sIiNNLPuYm/O2uJuDQeH1kajc2Mh8NtgB7ohQGaYBJmYB5SkOYvOYdruBFSQlGoCAdBqlAVcjrhhwmHH0qPo3s=</latexit>

f(x) = ?

<latexit sha1_base64="UaklsqoCK1dZ6x+6Z0CwRMfciuo=">AAADN3ichVHPa9RAFH6Jv+pa7aoogpfBpbLVZXlZbbeIhYIevIj94baFpoYkncbZ5hdJdrtrCHj2H/DgScGD+Bd49uLRi4eevBXFk1Tw4sGXSaxVqE7IzJtv3vfNN+9ZoSviBHFbUQ8dPnL02MjxyonRk6fGqqfPLMVBL7J5xw7cIFqxzJi7wuedRCQuXwkjbnqWy5etzVv5+XKfR7EI/PvJMORrnun4YkPYZkKQUX08rOtW4K7HQ4+WdJBNsBm2ZSC7yvS45xmpmNGyB6mfbRmCDQxR2cMbXb3B6uIm605kTHdN33E526/VzwzR+BvpMj0qUgdSsGtUa9hstaex3WIy0LTJIsDJFtOaKEcNyjEXVN+DDusQgA098ICDDwnFLpgQ07cKGiCEhK1BSlhEkZDnHDKoELdHWZwyTEI3aXZot1qiPu1zzViybbrFpT8iJoNx/ICvcBff4Wv8jD8O1EqlRu5lSKtVcHlojD25sPj9vyyP1gQe/mb903MCGzAtvQryHkokf4Vd8PuPnu4u3lgYTy/jC/xC/p/jNr6lF/j9b/bLeb7wTKrfJk5RwYiiu6WDe6THCcl3eQ2u0C26zHHIZX5fVlbYIbyxh1Wopb/6xg4OllpNbap5bf56bXaqbO4IXIRLUKcOtmEW7sAcdMjXjjKqnFPOq2/Uj+qO+qlIVZWScxb+GOrXn/DLyr8=</latexit>

y(x) = w0 +
nX

i=1

wixi +
X

i,j (i<j)

hvi,vjixixj

<latexit sha1_base64="UnhWaRQZef05jPHQ5D5mFGy6efs=">AAACuHichVE9T9xAEH2Yj8DxdZAmEs2JEwghdBpfgENUSElBE/FxHCABOmxncVb4bMv2XQQn/gASbSioiESB+Bk0lDQU/IQoJUg0KTJeGxAFsJZ3Z97Om3k7Y/qODCOi2xatta2940NnV6a7p7evPzswuBp69cASFctzvGDdNELhSFdUIhk5Yt0PhFEzHbFm7n6J79caIgil565Ee77Yqhm2K3ekZUQMlX9WqZrNU6FYmqFSMacMXZ9KDJoq5vQCqZVHuha97DU28R0eLNRRg4CLiG0HBkL+NqCD4DO2hSZjAVtS3QscIMPcOkcJjjAY3eXdZm8jRV3245yhYltcxeE/YGYOI3RD53RHV3RBf+jfq7maKkesZY9PM+EKv9p/+Kn88C6rxmeEH8+sNzVH2MGM0ipZu6+Q+BVWwm/sH9+VZ5dHmqP0m/6y/lO6pUt+gdu4t86WxPKJyv6VOUkHA7a+pQoWOJ9gJPbiHoxzlU0VY7PKuN5B2mGb8YknLMMjfZxb7nVjtVjQpwuflybzc9PpcDsxhGGM8QRLmMM8FlFhXTaO8AvH2qy2rdmaTEK1lpTzES+WFvwHOmybig==</latexit>w0
<latexit sha1_base64="zNPErNoLdleyn3EgOv/12FD53M0=">AAACw3ichVFNSxxBEH1OTNSNiZt4EbwsLkoIYalZoyueBBVykfiRVcE1MjO267DzRU/vyrrsH/APGMhJIQfxZ+Ti0YsHf4J4NODFQ2p6Jgk5mPQwXdWv61W9rrIjz40V0XWP8aT36bO+/oHc88EXL4fyr16vx2FTOqLqhF4oN20rFp4biKpylSc2Iyks3/bEht2YT+43WkLGbhh8Uu1IbPtWPXD3XMdSDH2u2aG3G7d9Np2D7k6+SKVyZYYq5YJ2THMqdWiqXDBLpFcR2VoO85eoYRchHDThQyCAYt+DhZi/LZggRIxto8OYZM/V9wJd5Jjb5CjBERajDd7rfNrK0IDPSc5Ysx2u4vEvmVnAOF3RGd3RBZ3TDT08mqujcyRa2mztlCuinaGjkbX7/7J8tgr7f1j/1Kywhxmt1WXtkUaSVzgpv3V4fLc2uzremaBTumX9J3RN3/kFQeuH821FrH7V2ReYk3ZQsreUKfjI+QQjySnpwVuuUtMxdVaZ1OtmHa4z/u43luOR/ppb4XFnvVwyp0uTK++Lc9PZcPsxijG84QlWMIcPWEaVdUl8wQlOjUWjYUhDpaFGT8YZxl/L6P4Ej2ug9A==</latexit>w, ,モデルパラメータ

p 関数形が不明

p 出⼒を得るまでに
時間がかかる

ü イジングマシンによる最適化が可能

ü ⼊⼒に対する出⼒を の計算量で得られる

ü 学習に要する計算量も となる

ü モデルの表現能⼒を で調整可能

<latexit sha1_base64="3OIY2svUTa8rCGgHePiSAZfK1IM=">AAADA3ichVG/axRBFH5Zf8XzR05tBJvBIxIlHG9PkwuCENDCQjG5eJdANh67e5PLcLuzy87cwblsaeM/YGGlYCHpgq2VTco0gim1E8sINha+nV2VFNFZduabb9735pv3vDgQSiPuT1jHjp84eWrydOXM2XPnp6oXLnZUNEx83vajIErWPFfxQEje1kIHfC1OuBt6AV/1Bnfz89URT5SI5GM9jvlG6Pal2BS+q4nqVh902B0243hR0FPjkJZ0lHXtWeb0Iq18RuDwkbzOHCGZE7p6y/PSVvYkHThahFwxmXWrNaw3mgvYbDADbHuuADjXYHYdzahBOZai6h440IMIfBhCCBwkaMIBuKDoWwcbEGLiNiAlLiEkzDmHDCqkHVIUpwiX2AHNfdqtl6ykfZ5TGbVPtwT0J6RkMI0f8S0e4C5u41f8eWSu1OTIvYxp9Qotj7tTzy+v/PivKqRVw9Zf1T89a9iEBeNVkPfYMPkr/EI/evriYOV2azq9hq/xG/l/hfv4gV4gR9/9N8u89dJkv0eaooIJoYelg0eUjxOT7/Ia3KBbHBPTJ5f5fVlZ4T7xs3+4CrX0d9/Y0aDTqNvz9ZvLt2qL82VzJ+EKXIUZ6mATFuE+LEGbfO3AJ/gMX6xn1ra1Y70rQq2JUnMJDg3r/S9LP7mX</latexit>

V = (v1, . . . ,vn) 2 Rk⇥n

<latexit sha1_base64="ZZpgzmu5NBTvOIjKeM/AlRigtKg=">AAACw3ichVFNSxxBEH1ONJo1iWu8BHJZXAwmyFKzfqzkJBghl+DnquCqzIztOux80dO7oMv+gfwBBU8KHoI/IxePXjz4E0KOCrnkYE3PmOBB08N0V72uV/W6yo48N1ZE113Gs+6e5719L3L9L1+9HsgPvlmNw6Z0RNUJvVCu21YsPDcQVeUqT6xHUli+7Yk1uzGb3K+1hIzdMFhR+5HY9K164O66jqUY2qr5ltqTfnu+M9oIPmzni1QqV6apUi5owzQnU4MmywWzRHoVka2FMH+JGnYQwkETPgQCKLY9WIj524AJQsTYJtqMSbZcfS/QQY65TY4SHGEx2uC9zt5GhgbsJzljzXa4ise/ZGYBI3RF3+mGLuicftKfR3O1dY5Eyz6fdsoV0fbAt7fLv//L8vlU2PvHelKzwi6mtVaXtUcaSV7hpPzWweHN8qelkfZ7OqVfrP+ErukHvyBo3Tpni2LpWGf/zJy0g5Ktr5mCec4nGEm8pAcfuUpNx9RZZVKvk3W4zvjYXyzHI72fW+FxY7VcMqdK44sTxZmpbLh9eIdhjPIEK5jBFyygyrokjnCCU2POaBjSUGmo0ZVxhvBgGZ07/2+gSA==</latexit>

O(kn)
<latexit sha1_base64="ZZpgzmu5NBTvOIjKeM/AlRigtKg=">AAACw3ichVFNSxxBEH1ONJo1iWu8BHJZXAwmyFKzfqzkJBghl+DnquCqzIztOux80dO7oMv+gfwBBU8KHoI/IxePXjz4E0KOCrnkYE3PmOBB08N0V72uV/W6yo48N1ZE113Gs+6e5719L3L9L1+9HsgPvlmNw6Z0RNUJvVCu21YsPDcQVeUqT6xHUli+7Yk1uzGb3K+1hIzdMFhR+5HY9K164O66jqUY2qr5ltqTfnu+M9oIPmzni1QqV6apUi5owzQnU4MmywWzRHoVka2FMH+JGnYQwkETPgQCKLY9WIj524AJQsTYJtqMSbZcfS/QQY65TY4SHGEx2uC9zt5GhgbsJzljzXa4ise/ZGYBI3RF3+mGLuicftKfR3O1dY5Eyz6fdsoV0fbAt7fLv//L8vlU2PvHelKzwi6mtVaXtUcaSV7hpPzWweHN8qelkfZ7OqVfrP+ErukHvyBo3Tpni2LpWGf/zJy0g5Ktr5mCec4nGEm8pAcfuUpNx9RZZVKvk3W4zvjYXyzHI72fW+FxY7VcMqdK44sTxZmpbLh9eIdhjPIEK5jBFyygyrokjnCCU2POaBjSUGmo0ZVxhvBgGZ07/2+gSA==</latexit>

O(kn)
<latexit sha1_base64="cEKl8/ukgbWGQcyf12HdQhjfUbY=">AAACjHichVFNS8NAEH2N31XbqhfBS7EonsqktLYogiCIR9taK6iUJK41NE1Ckha0+Af0qnjwpOBB/AkevfgHPPQniEcFLx6cphHxoM6y2Zm382bfZFTb0F2PqB2Senr7+gcGh8LDI6ORaGxsfNO1Go4mSpplWM6WqrjC0E1R8nTPEFu2I5S6aoiyWlvp3JebwnF1y9zwDm2xW1eqpr6va4rHUL5WiSUomcrmKJuK+44sZ7oOZVJxOUm+JRDYuhW7xw72YEFDA3UImPDYN6DA5bUNGQSbsV20GHPY0/17gWOEmdvgLMEZCqM1/lY52g5Qk+NOTddna/yKwdthZhwz9ES39EqPdEfP9PFrrZZfo6PlkE+1yxV2JXoyWXz/l1Xn08PBN+tPzR72kfO16qzd9pFOF1qX3zy6eC0uFGZas3RNL6z/itr0wB2YzTftJi8Kl3/oUblvhWPBNfnP8aC+phH/3dlMJeX5ZCafTizngpENYgrTmOO5ZLGMNayjxO8InOIM51JESkuL0lI3VQoFnAn8MGn1E0DmkgI=</latexit>

k

S. Rendle, IEEE ICDM (2010).



K. Kitai et al., Phys. Rev. Research 2, 013319 (2020)
⽥中，⼭下，関，⽇本神経回路学会誌29巻164 (2022)

学習データの準備 FMの訓練

イジングマシンによるサンプリングブラックボックス関数の評価

ブラックボックス関数の⼊出⼒データを準備． 学習データを再現するようにFMの訓練を実施．

新たに得たサンプルに対してブラックボックス関数を評価．
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イジングマシンにより低エネルギー解をサンプリング．

https://amplify.fixstars.com/en/demo



Sampling EvaluationModel construction

Temporary best solutionTrue interactions

<latexit sha1_base64="ej4t9tLcbB6sGw/nrJfYImciLW4=">AAAC7XichVFLa9RQFD6Nr1ofHXUjuAkOlQoSTkbTSQWh4MZlp3XawmSISXpneqc3D3LvDDOG/AH34kIRFETEn+BSEP+Ai/4E0V1t3bjwJBMRF603JOc73z3feeT4ieBSIe7NaCdOnjp9Zvbs3LnzFy7O1y5d3pDxMA1YO4hFnG75nmSCR6ytuBJsK0mZF/qCbfq794v7zRFLJY+jh2qSsG7o9SPe44GniHJrj3qLjh+LbTkJyWTj/KZ+T3cUGyupJoI5chi6GXcE0wd55pT1Omnf72ZoLNnLzWXrFhpYngKYty3bzFukGOT52OVjd+DW6mg0mjY2G3oJTNOaArQaulmJ61Cd1bj2ARzYhhgCGEIIDCJQhAV4IOnpgAkICXFdyIhLCfHynkEOc6QdUhSjCI/YXfr2yetUbER+kVOW6oCqCHpTUuqwgF/wHe7jZ3yPX/HXkbmyMkfRy4SsP9WyxJ1/cnX9539VIVkFO39Vx/asoAd22Sun3pOSKaYIpvrR42f763fXFrIb+Bq/Uf+vcA8/0gTR6EfwpsXWnh/Tj09ze+Qzykl/jhb1Zxv60WCjYZhLhtW6U1+xq5XNwjW4Dou0lyaswANYhTbV+QTf4QAOtVh7qr3QXk5DtZlKcwX+Odrb39u+tpk=</latexit>

f(x) =
P

ij Qijxixj



K. Kitai et al., Phys. Rev. Research 2, 013319 (2020).

Design of meta materials

Development of method for material design

YS et al., arXiv:2209.01016 (2022).T. Inoue, YS, et al., Opt. Express 30, 43503-43512 (2022).

Design of photonic crystal laser

Design of barrier materials

K. Nawa et al., Phys. Rev. Appl. 20, 024044 (2023) .

Design of Deuterated High-Efficiency
OLED Emitters

Q. Gao et al., Intell. Comput. 2, 0037 (2023).
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学習データの準備 FMの訓練

イジングマシンによるサンプリングブラックボックス関数の評価

ブラックボックス関数の⼊出⼒データを準備． 学習データを再現するようにFMの訓練を実施．

新たに得たサンプルに対してブラックボックス関数を評価．
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イジングマシンにより低エネルギー解をサンプリング．

本研究の着眼点



訓練データの準備 FMの訓練

イジングマシンによるサンプリングブラックボックス関数の評価

ブラックボックス関数の⼊出⼒データを準備． 訓練データを再現するようにFMの訓練を実施．

新たに得たサンプルに対してブラックボックス関数を評価．
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イジングマシンにより低エネルギー解をサンプリング．

学習後のFMモデルは学習データセット内のサンプルに依存する．

効率的に低エネルギー解を得るために必要なデータはどのようなもの︖



ü 幾つかの特徴的な学習データセットに対する数値実験により，⾼エネルギーサンプルがFMAの
最適化性能に寄与する結果を得た．

ü 複数温度帯からのサンプリングを活⽤してFMAの最適化性能が向上することを数値実験により
明らかにした．

p FMAによる低エネルギー解の探索性能を向上させる．
研究⽬標

今回の結果の概要

p 学習データセットの特徴とFMAの性能との関係を数値的に明らかにする．

p 既存⼿法と⽐較して低エネルギー解をより探索しやすくなるサンプル⽣成⽅法を構築する．

本研究の⽬的



本研究の⽬的1

学習データセットの特徴とFMAの最適化性能



新規学習データを既存学習データへ追加する規則を変化させた以下の4つの場合を考える．
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全サンプルデータセット

低エネルギーサンプルデータセット

重複無しサンプルデータセット

最新サンプルデータセット

イジングマシンによって得られたサンプルを全て学習データとして利⽤ 重複しないサンプルのみを新たな学習データとして利⽤

低エネルギーから⼀定個数のサンプルを学習データとして利⽤ ⼀定個数の直近のサンプルを学習データとして利⽤

ü 反復ステップが進むにつれて学習データ
サイズが増⼤する

ü 過去の学習データの影響が残る

ü 学習データサイズの増⼤を抑えられる
ü 過去の学習データの影響が残る

ü 学習データサイズに上限が存在する
ü エネルギーの⾼いデータから忘却し

ていく

ü 学習データサイズに上限が存在する
ü 過去のデータから忘却していく



イジングマシンにより探索されたサンプルエネルギーの反復ステップ依存性

ü 反復が進むにつれてエネルギーが段階的に減少している．

ü エネルギーの停滞が発⽣している．

ü 次の低エネルギーの段階に進む前に⾼エネルギー
サンプルが⽣成されている．

00
00

0

01
01

0

00
00

0

11
11

1

11
00

0



イジングマシンにより探索されたサンプルエネルギーの反復ステップ依存性

ü 途中しばらく学習データが得られない段階が存在する．

ü より低いエネルギーを得る前に⾼エネルギーサンプルが
⽣成されている．
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イジングマシンにより探索されたサンプルエネルギーの反復ステップ依存性

ü 反復によるエネルギーの改善が⾒られない．

ü 学習誤差が減少した後に⾼いエネルギーのサンプルが
⽣成されている．
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1. 既存サンプルをもとに低エネルギーサンプルが⽣成される．
2. 学習データから⾼エネルギーサンプルが排除され，低エネルギーサン

プルによって学習データが占領される．
3. 低エネルギーサンプルの重複度が増し，有効学習データ数が減少する．
4. 少数の低エネルギーサンプルのみを利⽤した学習により，⽬的関数の

近似精度が低下する．
5. ⾼エネルギーサンプルのみが⽣成されるため，学習データが更新され

なくなる．



イジングマシンにより探索されたサンプルエネルギーの反復ステップ依存性

ü 反復がすすんでも幅広いエネルギー帯のサンプルが⽣成
されている．

ü 古い学習データを忘却するため，FMのモデルパラメータ
が流動的に変化していると推測される．

ü これまでの提案⼿法よりも低エネルギーサンプルが頻繁
に得られている．
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本⼿法の詳細な解析は以下の資料および講演を参照．
1. 中野檀，関優也ほか，第10回量⼦ソフトウェア研究発表会，(2023)．
2. Mayumi Nakano, YS, et al. (to be appeared in AQC2024).



ü 全サンプルデータセットを⽤いて学習を⾏うと
同じサンプルが繰り返し⽣成される．

ü ⾼いエネルギーのサンプルにより低いエネル
ギー解が⽣成される．

ü 少数の低いエネルギーのサンプルのみを⽤いて
学習すると近似精度が悪化する．

ü ⾼いエネルギーと低いエネルギーのサンプルを
混ぜて学習すると低エネルギーを⾒つけやすい．

全サンプル

低エネルギーサンプル

重複無しサンプル

最新サンプル

⾼エネルギーサンプルがFMAの性能向上へ寄与
すると期待される



本研究の⽬的2

低エネルギー解の探索をしやすくするサンプル⽣成⽅法



学習データの準備 FMの訓練

イジングマシンによるサンプリングブラックボックス関数の評価

ブラックボックス関数の⼊出⼒データを準備． 学習データを再現するようにFMの訓練を実施．

新たに得たサンプルに対してブラックボックス関数を評価．
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イジングマシンにより低エネルギー解をサンプリング．

⾼エネルギー解を意図的にサンプリング



低温だけでなく⾼温状態からのサンプリングを活⽤することで，⾼エネルギーサンプルを学習サ
ンプルに追加する

順応的スケジューリング法 レプリカ交換法（Parallel tempering）
Hukushima and Nemoto, JPSJ 65, 1604 (1996)n 学習データ中のユニークなエネルギー値を持つサン

プルの割合（ユニーク⽐率）を計測
n ユニーク⽐率が閾値 を下回った場合，SAによる

サンプリングではなく，初期温度におけるサンプリ
ングを実⾏する

<latexit sha1_base64="QDIMAwvcZhVGOeyTyQ8HfwWW4Es=">AAACjHichVHLSsNQED2N72erbgQ3wVJxVSal2qIIBUFcttXWgook8VqDaRKStKDFH9Ct4sKVggvxE1y68Qdc+AnisoIbF06TirhQ53JzZ86dM/dMRnNMw/OJniNSV3dPb1//wODQ8MhoNDY2XvbsuquLkm6btlvRVE+YhiVKvuGbouK4Qq1pptjQDpbb9xsN4XqGba37h47YrqlVy9gzdNVnqODuxOKUTGWylEnJgaMoc6FDcylZSVJgcXQsb8fusYVd2NBRRw0CFnz2TajweG1CAcFhbBtNxlz2jOBe4BiDzK1zluAMldED/lY52uygFsftml7A1vkVk7fLTBkJeqJbatEj3dELffxaqxnUaGs55FMLucLZiZ5Mrr3/y6rx6WP/m/WnZh97yAZaDdbuBEi7Cz3kN44uWmsLxURzhq7plfVf0TM9cAdW402/KYji5R96NO5b5VhwTf5zPKivaci/O+VUUplPpgvpeC7bGVk/pjCNWZ5LBjmsIo8SvyNwijOcS6NSWlqUlsJUKdLhTOCHSSufT6ySCA==</latexit>r
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<latexit sha1_base64="QDIMAwvcZhVGOeyTyQ8HfwWW4Es=">AAACjHichVHLSsNQED2N72erbgQ3wVJxVSal2qIIBUFcttXWgook8VqDaRKStKDFH9Ct4sKVggvxE1y68Qdc+AnisoIbF06TirhQ53JzZ86dM/dMRnNMw/OJniNSV3dPb1//wODQ8MhoNDY2XvbsuquLkm6btlvRVE+YhiVKvuGbouK4Qq1pptjQDpbb9xsN4XqGba37h47YrqlVy9gzdNVnqODuxOKUTGWylEnJgaMoc6FDcylZSVJgcXQsb8fusYVd2NBRRw0CFnz2TajweG1CAcFhbBtNxlz2jOBe4BiDzK1zluAMldED/lY52uygFsftml7A1vkVk7fLTBkJeqJbatEj3dELffxaqxnUaGs55FMLucLZiZ5Mrr3/y6rx6WP/m/WnZh97yAZaDdbuBEi7Cz3kN44uWmsLxURzhq7plfVf0TM9cAdW402/KYji5R96NO5b5VhwTf5zPKivaci/O+VUUplPpgvpeC7bGVk/pjCNWZ5LBjmsIo8SvyNwijOcS6NSWlqUlsJUKdLhTOCHSSufT6ySCA==</latexit>r

n 複数温度帯のモンテカルロシミュレーションを同時
並列的に実⾏する⼿法

n ⼀定ステップごとに，隣接温度帯間の状態を⼊れ替
える

n Deterministic even-odd swap を採⽤

<latexit sha1_base64="3tkY9kUrYoidWrLQsdn0BTaTkMs=">AAACuXichVE9S8NQFD3G7++qi+ASLIqDhNsvW3QRXBz9qgq1lCQ+22iahCQtaOgfcHRxcFJwEP+A4KQu/gEHf4I4Krg4eJu2iIN6Q/LuO++c+87N1RzT8Hyi5zapvaOzq7unt69/YHBoODIyuunZFVcXWd02bXdbUz1hGpbI+oZvim3HFWpZM8WWdrBUP9+qCtczbGvDP3REvqwWLWPP0FWfoUJkNtgJi+TcopYPSInHKZNIzZKSSKTmYklOkol0KpWubRSoVohEWwy5xZBbDDmmUBhRNGPFjtxiB7uwoaOCMgQs+JybUOHxk0MMBIexPALGXM6M8Fyghj7WVpglmKEyesDfIu9yTdTifb2mF6p1vsXk12WljCl6oit6o0e6phf6/LVWENaoeznkVWtohVMYPh5f//hXVebVR+lb9adnH3vIhF4N9u6ESL0LvaGvHp2+rc+vTQXTdEGv7P+cnumBO7Cq7/rlqlg7+8OPxn2rvBdck/8cD6o1Dfn3ZDOuxOaU5GoyuphpjqwHE5jEDM8ljUUsYwVZvucEN7jDvbQgqVJJ2m9QpbamZgw/QvK+AAd6n9A=</latexit>

T0

<latexit sha1_base64="EpyzuhqK+pZYiUUVHz2vOQX9CDQ=">AAACuXichVE9T9tgEH4wbfkoLYEuSF0iIlAHZJ0dOzHtgsTCyEcCkZIost03icGxLduJRK38gY5dGJhAYkD9A5U6tV36BzrkJ6COILEwcHFSVR2gZ9nv3XP33PuczwpcJ4qJBhPS5JOnz6amZ2afz714OZ9ZWNyP/G5oi7Ltu35YscxIuI4nyrETu6IShMLsWK44sI42h/mDnggjx/dK8XEg6h2z5TlNxzZjhhqZtaSWNqmGLauekKwVNM3Q1khWFKOoEzv5dVVX1vulhtJvZHIkqyoZeT3LibxeUDR2tHxR14tZRabUchjbtp/5ihrew4eNLjoQ8BCz78JExE8VCggBY3UkjIXsOWleoI9Z5na5SnCFyegRf1scVceox/GwZ5Sybb7F5TdkZhYr9Isu6Zp+0me6orsHeyVpj6GWYz6tEVcEjfmPS3u3/2V1+IzR/st6VHOMJoxUq8PagxQZTmGP+L0PJ9d7b3dXklU6p9+s/4wG9IMn8Ho39sWO2D19RI/Fc5scC+7Jf44X9Wcb2YedfVVWCrK2o+U2jPHKpvEay3jDeyliA1vYRpnv+YQv+Ibv0jvJlNrS4ahUmhhzXuEfk6J7G9+f2Q==</latexit>

T1

<latexit sha1_base64="lBFv40lIijp9UkPehk+np7wAJnI=">AAACuXichVE9S8NQFD3G7++qi+ASLIqDlBs/qy6Ci6NfVaGWksTXGk2TkKQFDf0Dji4OTgoO4h8QnNTFP+DgTxBHBRcHb9IUcVBvSN59551z37m5mmMank/03CA1NjW3tLa1d3R2dff0Jvr6Nz277Ooio9um7W5rqidMwxIZ3/BNse24Qi1pptjSDpbC862KcD3Dtjb8Q0fkSmrRMgqGrvoM5RPjwU5UJOsWtVxAqZn03Ozc9DilKIowUSan00p1Iz9RzSeSdYZcZ8h1hqzESBJxrNiJW+xgFzZ0lFGCgAWfcxMqPH6yUEBwGMshYMzlzIjOBaroYG2ZWYIZKqMH/C3yLhujFu/Dml6k1vkWk1+XlTJG6Imu6I0e6Zpe6PPXWkFUI/RyyKtW0won33s8uP7xr6rEq4+9b9Wfnn0UkI68GuzdiZCwC72mrxydvq3Pr40Eo3RBr+z/nJ7pgTuwKu/65apYO/vDj8Z9q7wXXJP/HA+qPg3592RzIqXMpKZWp5KL6XhkbRjCMMZ4LrNYxDJWkOF7TnCDO9xLC5Iq7Un7NarUEGsG8CMk7wvfB5+8</latexit>
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独⽴な試⾏を20回実⾏したときの，エネルギー誤差分布．
横軸はユニーク⽐率 r を表し，r=0は通常のFMAの結果に対応する．

ü ユニーク⽐率が⾼くなるにつれて，エネルギー
誤差が減少し，FMAの性能が向上している

ü 通常のFMAでは，全サンプルを利⽤した学習を
おこなっている

ü 順応的スケジューリングが通常のFMAよりも⾼
性能であることを⽰唆している



最終逆温度の反復ステップ依存性と反復ステップ中に得られた最善解．
この図はr=0.9の場合の結果を表す．

ü ユニークラベル⽐率が減少したときに，最終逆
温度が減少する様⼦が⾒て取れる

ü 最終逆温度が減少したときに⾼いエネルギーを
持つサンプルが⽣成されている

ü 最終逆温度が再び上昇した後により低いエネル
ギーのサンプルが⽣成されている



サンプリングに利⽤するレプリカ数を2,3,4とした場合のエネルギー誤差

ü レプリカ交換法のエネルギー誤差が順応的スケ
ジューリング法の誤差よりも低い値になる

ü サンプリングに利⽤するレプリカ数の依存性は
順応的スケジューリング法との差と⽐べると⼩
さい

ü 順応的スケジューリングが低温と⾼温のサンプ
ルを交互に⽣成するのに対し，レプリカ交換法
は同時に⽣成している

⾼温からのサンプルと低温からのサンプルを組み
合わせることでFMAの性能向上が期待される



温度調整による追加サンプル⽣成法の提案
1. 順応的スケジューリング

2. レプリカ交換法

学習サンプルの重複度が閾
値を超えた時に温度を上昇

複数温度帯から同時に
サンプリングを実施
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T0

<latexit sha1_base64="EpyzuhqK+pZYiUUVHz2vOQX9CDQ=">AAACuXichVE9T9tgEH4wbfkoLYEuSF0iIlAHZJ0dOzHtgsTCyEcCkZIost03icGxLduJRK38gY5dGJhAYkD9A5U6tV36BzrkJ6COILEwcHFSVR2gZ9nv3XP33PuczwpcJ4qJBhPS5JOnz6amZ2afz714OZ9ZWNyP/G5oi7Ltu35YscxIuI4nyrETu6IShMLsWK44sI42h/mDnggjx/dK8XEg6h2z5TlNxzZjhhqZtaSWNqmGLauekKwVNM3Q1khWFKOoEzv5dVVX1vulhtJvZHIkqyoZeT3LibxeUDR2tHxR14tZRabUchjbtp/5ihrew4eNLjoQ8BCz78JExE8VCggBY3UkjIXsOWleoI9Z5na5SnCFyegRf1scVceox/GwZ5Sybb7F5TdkZhYr9Isu6Zp+0me6orsHeyVpj6GWYz6tEVcEjfmPS3u3/2V1+IzR/st6VHOMJoxUq8PagxQZTmGP+L0PJ9d7b3dXklU6p9+s/4wG9IMn8Ho39sWO2D19RI/Fc5scC+7Jf44X9Wcb2YedfVVWCrK2o+U2jPHKpvEay3jDeyliA1vYRpnv+YQv+Ibv0jvJlNrS4ahUmhhzXuEfk6J7G9+f2Q==</latexit>

T1

<latexit sha1_base64="lBFv40lIijp9UkPehk+np7wAJnI=">AAACuXichVE9S8NQFD3G7++qi+ASLIqDlBs/qy6Ci6NfVaGWksTXGk2TkKQFDf0Dji4OTgoO4h8QnNTFP+DgTxBHBRcHb9IUcVBvSN59551z37m5mmMank/03CA1NjW3tLa1d3R2dff0Jvr6Nz277Ooio9um7W5rqidMwxIZ3/BNse24Qi1pptjSDpbC862KcD3Dtjb8Q0fkSmrRMgqGrvoM5RPjwU5UJOsWtVxAqZn03Ozc9DilKIowUSan00p1Iz9RzSeSdYZcZ8h1hqzESBJxrNiJW+xgFzZ0lFGCgAWfcxMqPH6yUEBwGMshYMzlzIjOBaroYG2ZWYIZKqMH/C3yLhujFu/Dml6k1vkWk1+XlTJG6Imu6I0e6Zpe6PPXWkFUI/RyyKtW0won33s8uP7xr6rEq4+9b9Wfnn0UkI68GuzdiZCwC72mrxydvq3Pr40Eo3RBr+z/nJ7pgTuwKu/65apYO/vDj8Z9q7wXXJP/HA+qPg3592RzIqXMpKZWp5KL6XhkbRjCMMZ4LrNYxDJWkOF7TnCDO9xLC5Iq7Un7NarUEGsG8CMk7wvfB5+8</latexit>

T2

ü 機械学習⼿法とアニーリングを組合せたFMAは幅広い応⽤が可能な⼿法である．

ü FMAによる最適化における⾼温サンプルの有効性を⽰唆する数値実験結果を得た．

ü ⾼温からのサンプリングを利⽤した学習データセット⽣成の有効性が⽰された．




