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ブラックボックス最適化
良い物性・特性を持つ材料を見つける



ブラックボックス最適化
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プロセス最適化

材料組成最適化

機械学習の予測を使って最適化を高速化する！

構造最適化

有名な手法はベイズ最適化
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l N個の候補点があり，この中から最大の観測値を持つものを探したい．

l できるだけ実験数を少なくしたい．

l M個の候補点に対する実験が終わった．

l 次のM+1個目の候補点を最適に選びたい．

l M個のサンプル点から予測モデルを学習し，それを用いて，
残りの候補点をスコアリングし実際に観測するサンプルを選ぶ．

目的変数 説明変数
を機械学習で置き換える

(組成，構造，プロセス)(材料特性)

ベイズ最適化とは？

ガウス過程回帰
予測値と分散から，
次の候補を選ぶ

回帰
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ガウス過程回帰

P (x|µ,⌃) = 1

(2⇡)d/2|⌃|1/2
exp


�1

2
(x� µ)>⌃�1(x� µ)

�
の同時分布が多次元ガウス分布に従う

<latexit sha1_base64="BSBCXk1k3ZQDBxM8YCZ8MAkSExc=">AAACcHichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURLHwERS3CRIKKVdDGMg+jggbZXSfJkn25OwnGkB/wByxsjCAifoaNP2CRTxA7FWwsvNksiIp6h5k5c+aeO2dmFFvXXMFYKyB1dff09gX7QwODQ8PhyMjotmtVHJXnVEu3nF1FdrmumTwnNKHzXdvhsqHofEcpb7T3d6rccTXL3BI1m+cNuWhqBU2VBVH52vy+IYuSUqgfNxYOIlEWY15M/QRxH0ThR8qKXGMfh7CgogIDHCYEYR0yXGp7iIPBJi6POnEOIc3b52ggRNoKZXHKkIkt01ik1Z7PmrRu13Q9tUqn6NQdUk5hlj2wG/bC7tkte2Tvv9aqezXaXmo0Kx0ttw/Cp+PZt39VBs0CpU/Vn54FClj1vGrk3faY9i3Ujr56cvaSXcvM1ufYJXsi/03WYnd0A7P6ql6leeYcIfqA+Pfn/gm2l2Lx5VginYgm1/2vCGICM5in915BEptIIUfnHuEMF2gGnqVxaVKa7qRKAV8zhi8hLX4A+LiPCQ==</latexit>

y(x)

y(x) = w>�(x)

P (w) = N (w|0,↵�1I)

線形回帰：

係数はガウス分布：

E[y] = �E[w] = 0

<latexit sha1_base64="BSBCXk1k3ZQDBxM8YCZ8MAkSExc=">AAACcHichVG7SgNBFD1ZXzE+ErURLHwERS3CRIKKVdDGMg+jggbZXSfJkn25OwnGkB/wByxsjCAifoaNP2CRTxA7FWwsvNksiIp6h5k5c+aeO2dmFFvXXMFYKyB1dff09gX7QwODQ8PhyMjotmtVHJXnVEu3nF1FdrmumTwnNKHzXdvhsqHofEcpb7T3d6rccTXL3BI1m+cNuWhqBU2VBVH52vy+IYuSUqgfNxYOIlEWY15M/QRxH0ThR8qKXGMfh7CgogIDHCYEYR0yXGp7iIPBJi6POnEOIc3b52ggRNoKZXHKkIkt01ik1Z7PmrRu13Q9tUqn6NQdUk5hlj2wG/bC7tkte2Tvv9aqezXaXmo0Kx0ttw/Cp+PZt39VBs0CpU/Vn54FClj1vGrk3faY9i3Ujr56cvaSXcvM1ufYJXsi/03WYnd0A7P6ql6leeYcIfqA+Pfn/gm2l2Lx5VginYgm1/2vCGICM5in915BEptIIUfnHuEMF2gGnqVxaVKa7qRKAV8zhi8hLX4A+LiPCQ==</latexit>

y(x) が従うガウス分布

k(xi,xj) = exp(�kxi � xjk2/⌘)
ノイズがある場合の未知の点における推定値

E[y⇤] = k⇤>K�1y V[y⇤] = k(x⇤,x⇤)� k⇤>K�1k⇤
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ベイズ最適化の考え方
ノイズがある場合の未知の点における推定値

E[y⇤] = k⇤>K�1y V[y⇤] = k(x⇤,x⇤)� k⇤>K�1k⇤

探索（exploration）
まだデータがない場所を探索しよう
分散値が重要！

活用（exploitation）
良さそうなところを掘り下げていこう
予測値が重要！
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ベイズ最適化でどんなことができるか？



応用事例１：熱伝導率の最適化
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構造
最適化



応用事例１：熱伝導率の最適化

10S. Ju, K. Tsuda, J. Shiomi, et al, Phys. Rev. X 7, 021024 (2017).



応用事例２：ガスアトマイズ最適化

11

R. Tamura, T. Osada, K. Minagawa, T. Kohata, M. Hirosawa, 
K. Tsuda, and K. Kawagishi, 
Materials & Design 198, 109290 (2020).

プロセス
最適化



最適化対象超合金
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航空機エンジン用材料として有望なNi-Co基超合金



最適化手順
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ベイズ
最適化



最適化結果-試行数６回-
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粒度分布



機械学習による予測結果
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53μm以下の
粉末収率を
向上させる
・溶解温度
・ガス圧力
を探索する．



応用事例３：Liイオン伝導度最適化
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K. Homma, Y. Liu, M. Sumita, R. Tamura, N. Fushimi, J. Iwata, 
K, Tsuda, and C. Kaneta, 
The Journal of Physical Chemistry C 124, 12865 (2020).

最適化手順

材料組成
最適化



初期データの準備
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15点の初期データ

ガウス過程回帰
で補完

Li2SO4, Li3PO4, Li3BO3の混合
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ベイズ最適化
10サイクル

ベイズ最適化による最適組成

4.9 ×10‒4 S/cm (300 °C）

全25データ
による補完

Li2SO4, Li3PO4, Li3BO3の混合
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ベイズ最適化を実行するには？
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ベイズ最適化パッケージCOMBO

üハイパーパラメタの学習を
自動で実行

üトレーニングデータに対し
て線形計算可能

https://github.com/tsudalab/combo Python2.7
MITライセンス
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Windowsでベイズ最適化
COMBOをPythonのインストールなしにWindowsで実行

K. Terayama, K. Tsuda, and R. Tamura,
Jpn. J. Appl. Phys. 58, 098001 (2019).

ドラッグ＆ドロップ

次の候補が出力される

材料特性の評価

結果をデータファイルに
書き込む

Enterキー
を押す
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データファイルの用意

目的変数 説明変数(何次元でもOK)

候補の
羅列

組成の違い
プロセスの違い
構造の違い

収率 溶解温度 ガス圧力

__
_
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Windowsでの実行例

次に検討すべき候補が１つ出力される
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Windowsアプリケーション

https://www.tsudalab.org/project/mitools/
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新ベイズ最適化ライブラリPHYSBO

• pipでインストール
• Python3対応
• 計算スピード高速化
• 複数候補提案
• 多目的最適化
• インタラクティブな実行

COMBOの
アップグレード版
！GPLライセンス！

https://www.pasums.issp.u-tokyo.ac.jp/physbo/
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開発者
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インストール
https://issp-center-dev.github.io/PHYSBO/manual/master/ja/index.html

オンラインマニュアル



28

基本的な使い方
探索する候補データを準備

↑ 外部データを読み込むように設定してもOK
任意の次元の候補データを利用可能
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基本的な使い方
シミュレータを設定（xからyを見積もる部分）

← actionが候補データのインデックス

f(x) = 3x4 + 4x3 + 1

<latexit sha1_base64="VvDzfI+uti3V3XPtNX/sGH8Wcvc=">AAACfXichVHLSsNAFD2Nr1ofrboR3ARLpaKUiVYqgiC6camtVUFrSeK0BtMkJGlRi36AP+DClaKIiP6EG3/ART9BXFZwI+htGhAV9YbMPXPmnjtnZhRL1xyXsVpAaGlta+8Idoa6unt6w5G+/lXHLNsqz6qmbtrriuxwXTN41tVcna9bNpdLis7XlN2FxvpahduOZhor7r7FcyW5aGgFTZVdovKRwUJ8b1ScFSfFva2kOCYmKU9SlvKRKEswL8SfQPJBFH4smZErbGIbJlSUUQKHAZewDhkOfRuQwGARl0OVOJuQ5q1zHCJE2jJVcaqQid2lsUizDZ81aN7o6XhqlXbR6bdJKSLGHtk1q7MHdsOe2Nuvvapej4aXfcpKU8utfPh4MPP6r6pE2cXOp+pPzy4KmPa8auTd8pjGKdSmvnJwUs/MpGPVEXbOnsn/GauxezqBUXlRL5d5+hQhegDp+3X/BKsTCSmZmFpORufm/acIYgjDiNN9pzCHRSwhS/se4QK3uAu8CzFhXEg0S4WArxnAlxBSHwtrkAw=</latexit>

← PHYSBOは最大化を目的として設定

テスト問題：以下の関数を最小とするxを求める
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基本的な使い方

↑ 最適化対象をセット

サンプリングを行う回数↑ ↑yを見積もるシミュレータ

Policyのセットとランダムサンプリングの実行
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基本的な使い方
ベイズ最適化を実行

max_num_probes: ベイズ最適化でサンプリングする回数

score: ベイズ最適化で用いるスコア（TS, EI, PIが設定可能）

interval: ハイパーパラメタを学習する頻度（0は最初だけ）

num_rand_basis: random feature mapの数
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基本的な使い方
結果を出力
f(x)の履歴をプロット

f(x)の最大値をプロット

-f
(x
)

-f
(x
)

イテレーションイテレーション
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PHYSBOでのBO高速化
ガウシアンカーネルをRandom feature mapで近似

k(x,x0) = exp


� 1

2⌘2
kx� x0k

�2
' �(x)>�(x0)

<latexit sha1_base64="HQRkU/fZqq9EiTg1QxZJzG3Mjc4=">AAAC+nichVHNbhMxEJ5doJRA20AvSFwMUdu00MgbtQIhIVVw4dgf0laKk8i7eBMr+2N2nahlmxfgjjhwohJCVa+8ARdegEMfoeqxSBzgwGSzUtJWhbFsf/5mvpmxbStPxprSI8O8cvXa2PXxG7mbtyYmp/K372zGYSdyRMUJvTDatnksPBmIipbaE9sqEty3PbFlt1/0/VtdEcUyDF7pXSVqPm8G0pUO10g18u/bReZz3bLdZKf3aAjn5skzwsSOIswTrq6SRcLciDuJ1UvK6NC8Xu4RtkeGErI4Ik9dkWy2dK1eJoTF0hdvCFMtSUYKzteZDlVKF0drN/IFWqKpkYvAykABMlsN81+AwWsIwYEO+CAgAI3YAw4xjipYQEEhV4MEuQiRTP0CepBDbQejBEZwZNu4NvFUzdgAz/2ccap2sIqHM0IlgRn6gx7QU/qdHtJj+ufSXEmao9/LLu72QCtUY+rd3Y1f/1X5uGtoDVX/7FmDC0/SXiX2rlKmfwtnoO++/XC68XR9Jpml+/QE+/9Ej+g3vEHQ/el8XhPrHyGHH2Cdf+6LYLNcspZKy2tLhZXn2VeMwz14AEV878ewAi9hFSpY97dx31gwHpp75r55YB4OQk0j00zDGTO//gUMUsDk</latexit>

�(x) = (z!1,b1(x/⌘), ..., z!l,bl(x/⌘))
>

<latexit sha1_base64="NKw3CaxWbR1YA2mNiwYIHEBfoeE=">AAAC83ichZHPT9RAFMdf6y9YRFa9GLw0LJDdZFOmBqMhMSF48cgPF0gYaKZldnfCtNO0sxuXZv8BDlw9cJJojDH+FV78BzjwJxCPkHjxwGu3CSigr+m8N995nzdvZrxIikQTcmyYt27fuXtvaLg0cn/0wVj54aPVRHVinzd8JVW87rGESxHyhhZa8vUo5izwJF/zdl5n62tdHidChW91L+KbAWuFoil8plFyy/s0agurSgOm214zfdevWa8sKnlTV61dN6WekttJL0CXUhXwFuu7Tt3yXKd/GZqhXLNa3bbt+k2UzCh5DWXRWLTaurZFtYrccoXYJDfrauAUQQUKW1Tlz0BhGxT40IEAOISgMZbAIMFvAxwgEKG2CSlqMUYiX+fQhxKyHczimMFQ3cGxhbONQg1xntVMctrHXST+MZIWTJEj8oWckh/kKzkhv2+sleY1sl566L0ByyN3bO/Jyq//UgF6De0L6p89a2jCy7xXgb1HuZKdwh/w3d33pytzy1PpNDkkP7H/D+SYfMcThN0z/9MSXz6AEj6A8/d1Xw1Wn9nOrP18abYyv1A8xRA8hQmo4n2/gHl4A4vQwH3PjHGjYkyaHfPAPDQ/DlJNo2Aewx9mfjsHvA2+pQ==</latexit>

z!,b(x) =
p
2 cos(!>x+ b)

<latexit sha1_base64="jHO8u09L0qr8UyfjLfaaZdy7Ee8=">AAACt3ichVFBT9RAFP4oirgqrHIx4dK4wUAgm1mCUUxIiFw4wuICCcWm053dbWg7pTO7cWn6B/wDHjxBYgzxD3Dn4h/wwMUrGI+YeOHA224TokR4k5n3zffe9+bNDI98T2nGTgaMwTt3h+4N3y88ePhoZLT4+Mm6ku3YFTVX+jLe5I4SvheKmva0LzajWDgB98UG31nqxTc6IlaeDN/qbiS2A6cZeg3PdTRRdrG6ZyeWDETTmTF5ak5agaNbvJG8T6fMBdNSu7FOZlPTcqWiIJd+XXUDcrkofWdpGZlXqmk+ZRdLrMwyM6+DSg5KyG1FFr/AQh0SLtoIIBBCE/bhQNHYQgUMEXHbSIiLCXlZXCBFgbRtyhKU4RC7Q2uTdls5G9K+V1NlapdO8WnGpDQxwb6zQ3bOvrGv7Ce7+G+tJKvR66VLnve1IrJHPzxd+3OrKiCv0bpS3dizRgOvsl496j3KmN4t3L6+s/fxfO11dSJ5zg7YL+p/n52wY7pB2Pntfl4V1U8o0AdU/n3u62B9tlyZK79YnSstvsm/YhjjeIZJeu+XWMQyVlCjc4/wA6c4M+YN22gYrX6qMZBrxvCXGbuXFTeqXg==</latexit>

← ベクトルの次元がnum_rand_basisに対応

l ! 1

<latexit sha1_base64="064P9ne7gPruN1sEAO/9OzwPaag=">AAACb3ichVHLSgMxFD0dX7U+WnWhIMhgqeimpKIoropuXPpqK1iRmTGtwenMMJMWavEH/ABduPABIuJnuPEHXPQTxJVUcOPC2+mAaFFvSHJycs/NSaI7pvAkY/WQ0tHZ1d0T7o309Q8MRmNDw1nPLrsGzxi2abvbuuZxU1g8I4U0+bbjcq2kmzynH64093MV7nrCtrZk1eG7Ja1oiYIwNElU3lTz0lbzwirI6l4szpLMD7UdpAIQRxBrduwWeezDhoEySuCwIAmb0OBR20EKDA5xu6gR5xIS/j7HMSKkLVMWpwyN2EMai7TaCViL1s2anq826BSTuktKFQn2xO5Ygz2ye/bMPn6tVfNrNL1UadZbWu7sRU/GNt//VZVoljj4Uv3pWaKARd+rIO+OzzRvYbT0laOzxubSRqI2xa7ZC/m/YnX2QDewKm/GzTrfOEeEPiD187nbQXY2mZpLzq/PxdPLwVeEMY5JTNN7LyCNVawhQ+c6OMUFLkOvyqgyoaitVCUUaEbwLZSZT52Ljmc=</latexit>

：近似が厳密に成立

通常のガウス過程回帰：学習データNに対してO(N3)計算が必要

Random feature mapによる近似：学習データNに対してO(N)計算が可能

num_rand_basis=0で計算可能
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PHYSBOで使えるスコア

-Maximum Probability of Improvement (PI)

-Maximum Expected Improvement (EI)

-Thompson Sampling (TS)
Random feature mapの数lに対してO(l)

Random feature mapの数lに対してO(l2)

Random feature mapの数lに対してO(l2)

TS(x) = w⇤>�(x)

<latexit sha1_base64="h3HyG3ydVJkZF3kykx3sqBfWOsA=">AAACo3ichVFNSxtBGH7c1qqp1thehF4WQ0R7CBNRlIIi9lLoxXyZgBvD7joxg/vF7iTVLvsH/AMePLW0iPRn9FK8ag/5CeLRQi899M1mRVS077Izz/vM+7zzzIzhWSKQjHUHlCdPB58NDY+kno+OvRhPT7zcCNy2b/KK6VquXzP0gFvC4RUppMVrns9127B41dh911uvdrgfCNcpy32P1219xxFNYeqSqEZ6RZN8T4blUqTOaLYuW0Yz3Itm1WU1vE4/Rltvoi1Nup6qeS1xq66RzrAci0O9D/IJyCCJdTd9DA3bcGGiDRscDiRhCzoC+jaRB4NHXB0hcT4hEa9zREiRtk1VnCp0Yndp3KFsM2Edyns9g1ht0i4W/T4pVWTZL3bCrthP9p1dsL8P9grjHj0v+zQbfS33GuMHk6U//1XZNEu0blSPepZoYin2Ksi7FzO9U5h9fefT4VXpbTEbTrMv7JL8f2Zd9oNO4HR+m98KvHiEFD1A/u513wcbc7n8fG6hMJ9ZXUueYhivMYUZuu9FrOI91lGhfb/iFGc4V7LKB6WolPulykCieYVbodT/AW9Joj4=</latexit>

PI(x) = �(z(x)), z(x) =
µc(x)� ymax

�c(x)

<latexit sha1_base64="EpLOrY/g9Hh6bGhjp6x6Oh7Cd4E=">AAAC5nichVFNSxtBGH53batGrVFBC16WBksEDRNRFEEIemlv8SMquLLMjpNkcL/YnYQkyx68evAmOfRSC6UUf0Yv/QMe/AWleLTgxYNvNgslkbbvMDPPPPM+7zwzY3qWCCQht4o68OLlq8Gh4dTI6Njr8fTE5H7g1nzGS8y1XP/QpAG3hMNLUkiLH3o+p7Zp8QPzdKuzf1DnfiBcZ082PX5s04ojyoJRiZSRPtMlb8iw+CHSsrpNZdUsh41oXtvQ9GJVaNlWDz2/oOlxa/Unl33KQt2uGay3zqLWNJCnjSgK9UBUbNqXERnpDMmROLTnIJ+ADCRRdNNfQYcTcIFBDWzg4IBEbAGFANsR5IGAh9wxhMj5iES8zyGCFGprmMUxgyJ7imMFV0cJ6+C6UzOI1QxPsbD7qNRgjtyQb+Se/CDX5Bd5/GutMK7R8dLE2exquWeMn7/ZffivysZZQvWP6p+eJZRhLfYq0LsXM51bsK6+3mrf767vzIXvyGdyh/6vyC35jjdw6r/Zl22+8xFS+AH5/ud+DvaXcvnl3Mr2cqawmXzFEMzCW8jie69CAd5DEUp47k9lTJlWZtSqeqFequ1uqqokminoCfXTEybCuEw=</latexit>

EI(x) = [µc(x)� ymax]�(z(x)) + �c(x)�(z(x))

<latexit sha1_base64="CMKdendB24j+/DhTlKP3J0XW1i0=">AAAC33ichVHPSxtBFH67/myqzaqXQi9DgxIpDRNRlEJBFEFvURsVsmGZXSfJ4P5idxKSLDkLHsSbSE8Wikj/jF76D3jw5rX0qOClh75sFiRq2zfMzHvfe9+bb2ZM3xahpPRaUQcGh4ZHRl+kXo6Nv0prE5M7oVcPLF60PNsL9kwWclu4vCiFtPmeH3DmmDbfNQ9Wu/ndBg9C4bmfZMvnZYdVXVERFpMIGVpbl7wpo7WNDsnqDpM1sxI1O7PkIynpTt2w+tD3LSPCsNkpE71QEyTb7kvPkndED0XVYY94RPefqTa0DM3R2MhTJ584GUis4GkXoMM+eGBBHRzg4IJE3wYGIY4S5IGCj1gZIsQC9ESc59CBFHLrWMWxgiF6gGsVo1KCuhh3e4Yx28JTbJwBMglM0yt6SW/pD/qN/qS//9orint0tbRwN3tc7hvpo9fb9/9lObhLqD2w/qlZQgWWYq0Ctfsx0r2F1eM32qe32x+2pqMZ+oX+Qv3n9Jp+xxu4jTvr6ybf+gwp/ID84+d+6uzM5fLzuYXN+czySvIVo/AG3kIW33sRlmEdClDEc2+UYSWtaCpTD9Vj9aRXqioJZwr6TD37A3YrtSc=</latexit>
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PHYSBOの計算時間

(b)

tim
e 

[s
]

number of candidate data

(a)

tim
e 

[s
]

number of training data

PIEITS

PIEITS

-ガウス過程回帰の学習時間依存性

-候補選択時間

1000個の候補から200個を選ぶ時間
の初期データ数依存性
(200回の学習が行われる)
ハイパーパラメータの学習２回を含む

初期データ数1000個とし，200個を
選ぶ時間の候補データ数依存性
(200回の学習が行われる)
ハイパーパラメータの学習２回を含む

TSは速い！
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材料スクリーニングの実行例
バンドギャップの大きな材料を見つける問題に適用

材料データ数：1277個
説明変数x: magpie descriptor

(b)

(a)

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

TS

(b)

(a)

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

TS

num_rand_basis=1000
程度でよさそう

独立な試行10回独立な試行10回

← はじめ10個はランダム
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複数提案の場合

←複数の提案がactionに来るので，
numpyのリストで返す
num_search_each_probeに提案数を記載
↓
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複数提案の場合

(b)

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

number of total experiments
ba

nd
ga

p 
[e

V]

(a)
TS

TS

num_search_each_probe = 1
num_search_each_probe = 2
num_search_each_probe = 5
num_search_each_probe = 10
Random

num_search_each_probe = 1
num_search_each_probe = 2
num_search_each_probe = 5
num_search_each_probe = 10
Random

(b)

ba
nd

ga
p 

[e
V]

number of cycles

number of total experiments

ba
nd

ga
p 

[e
V]

(a)
TS

TS

num_search_each_probe = 1
num_search_each_probe = 2
num_search_each_probe = 5
num_search_each_probe = 10
Random

num_search_each_probe = 1
num_search_each_probe = 2
num_search_each_probe = 5
num_search_each_probe = 10
Random

利点：ベイズ最適化のサイクル数を少なくできる．
欠点：yの評価回数（実験回数・計算回数に対応）は増える．

並列実験，並列計算のコストが十分小さければ，複数提案は有効！



l 複数の最適化したい関数 𝑓! 𝐱 ,… , 𝑓"(𝐱) があるが，
関数間にはトレードオフの関係があり，多くのパ
レート解が存在する．

l パレート解を多く求めておき，動機にフィットし
た解を選択する．

多目的最適化
多目的最適化の問題設定：
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min
𝐱

𝑓! 𝐱 ,… , 𝑓" 𝐱

パレート解
の集合

PHYSBOの多目的最適化で利用できる獲得関数

HVPI (Hypervolume-based Probability of Improvement)
EHVI (Expected Hyper-Volume Improvement)
TS (Thompson Sampling)



多目的最適化
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←２次元配列で返す

↑目的関数の数

↑HVPI, EHVI, TS

(c)(b)(a)
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number of cycles bandgap [eV] bandgap [eV]

randomTS

RandomHVPIEHVITS
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(c)(b)(a)
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randomTS

RandomHVPIEHVITS
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(c)(b)(a)

nu
m
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f p
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o 

so
lu

tio
ns

number of cycles bandgap [eV] bandgap [eV]

randomTS

RandomHVPIEHVITS
do

m
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on

見つけたパレート解の数 Dominated region
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更なる機能
インタラクティブな実行（simulatorをあらかじめ定義しない）

←actionだけ提案される
←結果をpolicyに書き込む

既存の計算・実験結果を利用してベイズ最適化をスタート

calculated_ids: xのうちすでに評価済みのidのリスト
fx_initial: 評価済みのyの値を格納したリスト
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マニュアル
https://issp-center-dev.github.io/PHYSBO/manual/master/ja/index.html

オンライン
マニュアル

Y. Motoyama, R. Tamura, K. Yoshimi, K. Terayama, T. Ueno, and K. Tsuda,
Computer Physics Communications 278, 108405 (2022).
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ベイズ最適化の問題と
量子アニーリング技術の活用
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ベイズ最適化に残された問題
ベイズ最適化では，全ての候補に対して獲得関数を計算している．
候補が多いと計算が大変…

どうにか高速化することはできないか？ → 次世代計算技術が使える？

材料科学では，
組成やプロセスの
バラエティが多く，
簡単に組合せ爆発が起こる．
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量子アニーリング技術を用いて高速化

K. Kitai, J. Guo, S. Ju, 
S. Tanaka, K. Tsuda, J. Shiomi, and R. Tamura,
Phys. Rev. Research 2, 013319 (2020).

Factorization machine with quantum annealing
(量子アニーリングを用いた新アルゴリズム)
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イジングマシン(量子アニーリング)とは？
イジングモデルの基底状態(エネルギーが低い)を高速で解くハードウェア

イジングモデル

QUBO (Quadratic unconstrained binary optimization)

組合せ最適化問題(NP問題)は
イジングモデルで表現可能

全てのエネルギーが
満たされることがなく，
基底状態を見つけるのは
難しい
(スピングラス)

𝑱 < 𝟎: 強磁性相互作用 𝑱 > 𝟎: 反強磁性相互作用

スピン間相互作用 磁場

相互作用が混ざったとき
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主なイジングマシン

D-Wave Systems

Fujitsu

Hitachi

Toshiba

NTT

NEC

fixstars

イジングモデルの基底状態を高速で解くハードウェア



ANCAR

48https://ancar.app/武笠陽介



ANCARによるTSP解説

49
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ブラックボックス最適化を加速
より多くの候補数を扱うためにイジングマシンを用いた候補選択を行う．

材料データベース

特性予測モデル

所望の特性を持つ
材料候補計算 or 実験

データの追加
候補すべての
予測値を評価
次の計算/実験
候補を選定

機械学習

イジング
マシンで解決

組合せ爆発
が起こる

ブラックボックス最適化

(Li3BO3)1-x(Li2SO4)x

組成

FeaNibCucSid

構造

プロセス

SmFeAs(O1-xFx)

0-1で表せる問題に適用可能バイナリ問題に特化したブラックボックス最適化手法
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QAを用いたブラックボックス最適化の手順
全ての候補から
予測特性が一番よい
候補をイジング
マシンで選ぶ．

一番良い候補の特性を
計算or実験する．

既存の材料シミュレータ
に置き換え不要
簡単に導入可能

特性予測用
イジングモデル
を学習する．

イジングモデルの
基底状態が望みの特性を
持つと予測される材料

Factorization machine
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Factorization machine
: FMの予測モデル(Adamで学習)
(BOでのガウス過程の代わり)

: QUBO

FMの利点：フィッティングパラメタ
がスパース（少なく）になり
過学習が防げる．

書き換え可能

S. Rendle, IEEE International Conference on 
Data Mining pp. 995‒1000 (2010).

目的変数
(材料特性) : 説明変数(構造)

Factorization machineをQUBOに書き換えると，
QUBOの基底状態は，予測特性が最も良い材料の説明変数
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イジングマシンによる選択

2038キュービットのキメラグラフ
(63ビットの全結合グラフの計算が可能)

D-Wave 2000Qを用いて選択を実行
（あらゆるイジングマシンが適用可能）

すでに選択された材料が選択された場合 →  ランダムに選択

num_reads=50で
最小エネルギー状態を
次の候補に採用
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放射冷却用メタマテリアル開発

スコアを評価

大気の窓
大気の影響が少なく
光の透過率が高い

構造候補が
さいの目数に
指数関数的増大
全計算は不可能

電磁波が宇宙空間に放出され温度が低下
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RCWAとFOM

スコアを評価

大気の窓
大気の影響が少なく
光の透過率が高い

厳密結合波理論(RCWA)により，
分光放射率を計算

: 8~13μmに
入っている部分

: 8μm以下の
部分

: 13μm以上の
部分

大きいと良い材料
(FMを学習する際はマイナスをつける)

Figure-Of-Merit(FOM)の定義
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FMQA有用性の実証

全探索による選択
(D-Waveは使用せず)

16ビットで表せる構造
(216=65536)

予測モデルとしてFMを利用

予測モデルとしてGPを利用
(ベイズ最適化)

ランダムに探索



D-Waveを用いた選択
(候補数が多くなった)

24ビットで表せる構造
(224=16777216)
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計算時間と探索結果
計算時間比較 FMQAが見つけた最適構造

計算時間の短縮により網羅計算が実行可能に

ア
ニ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
使
用

ア
ニ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
不
使
用

使用ビット数

計
算
時
間
[秒
]

候補選択
機械学習
シミュレーション
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これまでの材料との比較
アニーリングマシンを用いてデザインした
メタマテリアルは既存の材料より良いFOM値を示す．

Si3N4, Si, Alの積層

SiO2, HfO2の積層

さいの目構造により，
高いFOM値を実現
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FMQA package

https://github.com/tsudalab/fmqa
シミュレーテッドアニーリングも利用できる．
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連続値も扱いたくなってくる…

S. Izawa, K. Kitai, S. Tanaka, R. Tamura, and K. Tsuda, 4, 023062 (2022).

CONtinuous Black-box optimization 
with Qubo model solved by Annealer
(CONBQA)
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連続値をバイナリに変換

例：２次元連続変数を２ビットで表す

Random subspace codingを用いて変換

Non-surjectiveな場合

11となる領域は存在しない．
11が選ばれるとdecoding
できない．

Decodingできる解を
選ぶことが重要

Surjective Non-surjective
Hyperrectangle(長方形)の数を増やすことで，resolutionが向上
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回帰＆候補選択
学習データを集め，非負値の線形モデル
で回帰モデルを作成

バイナリ

重なりがないhyperrectangle同士のビットが同時に１にならない制約

イジングマシンで，𝑦が最大となる𝒛を求める．
注：Decodingできる解を選ばないといけない．
Acquisition function
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バイナリを連続値に変換
選ばれた領域の中心を利用する．
※ここは色々な方法がある．

★

実験・シミュレーションにより
この点の対象𝑦を評価する．

３次元連続変数の場合，
立方体になる．
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テスト関数を利用したデモンストレーション
６次元連続変数問題

CONBQAは良い
最適化性能を示す
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CONBQA package

https://github.com/tsudalab/conbqa



まとめ
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プロセス最適化 材料組成最適化
ブラックボックス最適化を利用することで材料最適化が高速に実行可能

構造最適化


