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一　
「
わ
か
る
」
こ
と
と
生
命

　
「
わ
か
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。我
々
は
普
段
、自
分
が
何
か
を
わ
か
っ
た
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
か
、感
覚
的
に
判
断
し
て
い
る
。

し
か
し
、
自
分
が
本
当
に
わ
か
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
答
え
る
の
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
物
理
学

者
の
朝
永
振
一
郎
は
数
学
を
わ
か
る
こ
と
に
つ
い
て
の
実
感
を
、
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

数
学
を
勉
強
し
て
い
る
と
き
、
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
、
い
く
つ
か
の
公
理
か
ら
出
発
し
て
い
ろ
い
ろ
な
結
論
を
証
明
し
て
、
そ
れ

を
も
っ
て
大
き
な
体
系
を
組
み
た
て
て
い
く
そ
の
各
段
階
の
論
理
の
展
開
は
す
っ
か
り
わ
か
っ
て
も
、
全
体
的
に
一
向
に
理
解
し
た

と
い
う
気
も
ち
の
起
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。（
…
）
そ
う
い
う
、
あ
と
味
の
よ
く
な
い
わ
か
り
方
は
、
お
そ
ら
く
本
当
の
理
解
で
な

い
よ
う
で
、
そ
う
い
う
場
合
は
大
て
い
本
を
閉
じ
る
と
と
も
に
中
味
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
。（

1
） 

こ
の
よ
う
に
、
各
段
階
で
の
論
理
の
展
開
が
す
っ
か
り
わ
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
わ
か
っ
た
と
言
い
た
く
な
る
が
、
本
当
に
理
解
し
た
と
は
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言
い
難
い
感
覚
が
残
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
数
学
を
わ
か
る
こ
と
に
関
し
て
、
数
学
者
の
岡
潔
は
次
の
よ
う
な
実
感
を
語
っ
て
い
る
。

証
明
が
始
ま
る
と
と
も
に
意
識
が
流
れ
始
め
、
証
明
が
終
わ
る
と
と
も
に
流
れ
は
止
ま
る
。
そ
の
と
き
全
体
が
一
時
に
わ
か
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
経
験
す
る
ま
で
は
、
純
正
数
学
が
わ
か
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
…
）
論
理
や
計
算
は

全
く
の
異
物
で
あ
る
か
ら
、
う
っ
か
り
こ
ん
な
も
の
を
混
ぜ
よ
う
と
す
る
と
流
れ
は
ピ
タ
リ
と
止
ま
る
。（
…
）
こ
の
流
れ
は
継
げ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
切
れ
た
ら
初
め
か
ら
や
り
直
す
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。（

2
）

朝
永
振
一
郎
の
言
う
「
本
当
の
理
解
で
な
い
」
わ
か
り
方
は
、
岡
潔
の
言
う
「
論
理
や
計
算
」
の
混
ざ
っ
た
切
れ
切
れ
の
わ
か
り
方
と
同

じ
感
覚
を
表
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
わ
か
り
方
は
、各
段
階
で
の
論
理
を
追
う
こ
と
は
で
き
て
い
る
の
で
、形
式
的
に
は
わ
か
っ

て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、「
わ
か
っ
た
！
」
と
い
う
実
感
を
伴
う
わ
か
り
方
で
は
な
い
。
一
方
で
、
岡
潔
の
言
う
「
全
体
が
一

時
に
わ
か
る
」
わ
か
り
方
は
、自
分
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
の
は
っ
き
り
と
わ
か
る
実
感
的
な
わ
か
り
方
で
あ
る
。
こ
の
「
実
感
的
な
『
わ

か
る
』」の「
証
明
が
始
ま
る
と
と
も
に
意
識
が
流
れ
始
め
、証
明
が
終
わ
る
と
と
も
に
流
れ
は
止
ま
る
。そ
の
と
き
全
体
が
一
時
に
わ
か
る
」

と
い
う
感
覚
は
、西
田
幾
多
郎
が
『
善
の
研
究
』
で
述
べ
て
い
る
実
在
の
発
展
・
完
成
の
仕
方
「
先
ず
全
体
が
含
蓄
的im

plicit

に
現
れ
る
、

そ
れ
よ
り
そ
の
内
容
が
分
化
発
展
す
る
、
而
し
て
こ
の
分
化
発
展
が
終
っ
た
時
実
在
の
全
体
が
実
現
せ
ら
れ
完
成
せ
ら
れ
る
」（

3
）
に
通

じ
る
も
の
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
は
、
西
田
の
言
う
「
厳
密
な
る
統
一
」（

3
）
を
保
っ
た
発
展
に
対
応
す
る

感
覚
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
形
式
的
な
「
わ
か
る
」
し
か
得
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
を
用
い
て
問
題
を
解
く
こ
と
な
ど
は
、
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
に
至
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
問
題
に
思
わ
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
一
方
で
、
実
感
的
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な
「
わ
か
る
」
が
得
ら
れ
た
な
ら
、そ
れ
は
「
わ
か
っ
た
」
こ
と
そ
れ
自
体
に
心
の
充
実
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、自
ら
が
「
い

ま
」
を
生
き
る
活
動
と
し
て
の
充
実
感
で
あ
り
、形
式
的
な
「
わ
か
る
」
の
状
態
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、実
感
的
に
「
わ

か
る
」
こ
と
は
、
筆
者
②
（
富
田
）
に
よ
る
本
稿
の
別
論
文
「
科
学
・
技
術
に
『
質
』
な
る
目
標
を
与
え
る
『
型
』（A

rt-Science Link 
W

orker

：
実
感
す
る
実
践
者
た
ち
）」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「『
自
分
事
』
と
し
て
物
事
に
真
摯
に
対
峙
す
る
」
こ
と
と
も
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
、
科
学
・
技
術
の
開
発
に
お
い
て
、「
質
」
の
高
い
も
の
を
生
み
出
す
の
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
最
適
化
す
べ
き
機

能
と
し
て
書
き
下
さ
れ
た
も
の
を
超
え
た
（
書
き
下
さ
れ
る
以
前
の
）
生
の
欲
求
を
、
そ
の
時
々
に
生
き
た
「
い
ま
」
の
実
感
と
し
て
持

ち
な
が
ら
開
発
を
行
う
こ
と
で
、
機
能
と
し
て
書
き
下
し
き
れ
な
い
「
質
」
の
高
い
開
発
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
い
ま
」
を
生
き
る

活
動
と
し
て
得
ら
れ
る
の
が
実
感
的
な
「
わ
か
る
」（
あ
る
い
は
「
本
当
の
理
解
」）
で
あ
り
、
そ
れ
が
心
の
充
実
を
も
た
ら
し
、「
質
」
の

高
い
開
発
を
生
む
。
西
田
幾
多
郎
は
、「
論
理
と
生
命
」
の
序
文
に
お
い
て
「
具
体
的
真
理
は
具
体
的
生
命
の
立
場
か
ら
考
へ
ら
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（

4
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、「
本
当
の
理
解
」
は
「
い
ま
」
を
生
き
る
活
動

と
し
て
の
「
わ
か
る
」
で
あ
る
と
い
う
感
覚
に
通
じ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
①
（
森
川
）
は
、
西
田
幾
多
郎
の
生

命
に
つ
い
て
の
捉
え
方
を
参
考
に
し
て
、実
感
的
な「
わ
か
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
題
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

二　

西
田
幾
多
郎
の
生
命
観
を
参
考
に
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ

　

西
田
幾
多
郎
が
生
命
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
の
参
考
と
し
て
、
筆
者
①
は
次
の
文
章
に
着
目
し
た
。

我
々
は
有
機
体
と
云
ふ
も
の
を
考
へ
る
時
、
部
分
が
何
処
ま
で
も
全
体
の
部
分
で
あ
る
と
共
に
、
部
分
が
独
立
的
で
あ
り
、
部
分
が
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全
体
を
宿
す
と
考
へ
る
。（
…
）
細
胞
は
何
処
ま
で
も
身
体
の
細
胞
で
あ
り
、
一
の
多
で
あ
る
。
全
体
的
一
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

機
能
を
果
す
か
ぎ
り
細
胞
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
が
単
に
一
の
多
と
な
れ
ば
、
全
体
的
一
は
も
は
や
有
機
体
で
は
な
く
し
て
単
な
る
機

械
と
な
る
。
生
命
と
云
ふ
も
の
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。（

5
）

筆
者
①
は
、
こ
れ
を
「
全
体
の
活
動
が
、
単
に
部
分
の
活
動
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
一
体
と
な
っ
た
活

動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
が
生
命
と
し
て
認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
し
た
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
こ
れ

は
第
一
節
で
述
べ
た
数
学
の
「
わ
か
る
」
の
実
感
と
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
各
段
階
で
の
論
理
の
展
開
」
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
は
「
単

に
一
の
多
」
で
あ
り
、
全
体
的
一
と
し
て
の
「
生
命
と
云
ふ
も
の
は
な
い
」
状
態
で
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
意
識
の
流
れ
と
な
っ
た
と
き
に

「
部
分
が
全
体
を
宿
す
」
活
動
と
な
り
、
生
命
と
な
る
の
だ
と
対
応
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
解
釈
に
基
づ
き
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
「
単
に
部
分
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
一
体
と

な
っ
て
活
動
す
る
構
造
」
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
を
数
理
モ
デ
ル
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
実
感
的
な
「
わ
か

る
」
に
つ
い
て
の
数
理
的
な
喩
え
を
作
り
、
こ
の
モ
デ
ル
の
振
る
舞
い
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
を
調
べ
る
こ
と
を
試
み
た
。
次
節
で
こ
の
数
理
モ
デ
ル
化
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三　
「
わ
か
る
」
の
数
理
モ
デ
ル
化

　
「
単
に
部
分
の
活
動
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
一
体
と
な
っ
た
活
動
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
①
「
部
分
が
独
立
し
て

活
動
し
て
い
る
状
態
」
と
、
②
「
部
分
が
全
体
と
し
て
一
体
に
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
状
態
」
を
そ
れ
ぞ
れ
表
現
す
る
こ
と
と
、
③
前
者
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か
ら
後
者
へ
遷
移
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
次
の
よ
う
な
モ
デ
ル
化
に
よ
っ
て

実
現
し
た
。

①  

簡
単
の
た
め
、
0
ま
た
は
1
の
値
を
状
態
と
し
て
と
る
要
素
た
ち
の
集
合
の
状
態
遷
移
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
し
て
モ
デ
ル
化
（
図

1
）。

②
（
0
ま
た
は
1
の
値
を
状
態
と
し
て
と
る
）
要
素
た
ち
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
結
合
さ
れ
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
性
質
と
し

て
頂
点(

要
素)

の
状
態
が
遷
移
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
し
て
モ
デ
ル
化
（
図
2
）。

③

①
の
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
か
ら
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
、
す
な
わ
ち
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
与
え
ら
れ
た
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
再
現
す
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
を
生
成
す
る
過
程

と
し
て
モ
デ
ル
化
（
図
3
）。

②
で
用
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ブ
ー
リ
ア
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｂ
Ｎ
）
と
呼
ば
れ

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
モ
デ
ル
で
あ
り
、
論
理
演
算
に
よ
り
各
頂
点
の
状
態
（
0
ま
た
は

1
の
値
）
が
遷
移
す
る
。
論
理
演
算
は
、
各
頂
点
に
定
義
さ
れ
た
機
能
（
一
般
に
は

任
意
の
ブ
ー
ル
関
数
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
簡
単
の
た
め
、
こ
こ
で
はA

N
D

、

O
R

、 X
O

R

の
み
と
し
て
い
る
）
に
従
い
、
そ
の
頂
点
へ
入
力
す
る
頂
点
た
ち
の
状

態
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
4
の
よ
う
に
、
頂
点
Ａ
に
対
し

て
頂
点
Ｂ
、
Ｃ
が
入
力
さ
れ
て
お
り
、
頂
点
Ａ
の
機
能
がA

N
D

で
あ
る
と
き
、
頂

図 1 要素集合ダイナミクス。状態値が
0の要素を白色、1の要素を灰色で示し
ている。

図 2 ネットワークの頂点集合ダイナミ
クス。
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点
Ｂ
、Ｃ
の
時
刻
ｔ
で
の
状
態
が
共
に
1
で
あ
れ
ば
、頂
点
Ａ
の
時
刻
ｔ
＋
1
で
の
状
態
は
1
と
な
り
（
図
4
⒜
）、そ
れ
以
外
の
場
合
は
、

頂
点
Ａ
の
時
刻
ｔ
＋
1
で
の
状
態
は
0
と
な
る
（
図
4
⒝
）。
こ
の
よ
う
に
、
各
頂
点
の
機
能
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
入
出
力
関
係
（
頂

点
と
頂
点
と
を
結
ぶ
矢
印
）
と
初
期
時
刻
に
お
け
る
各
頂
点
の
状
態
が
定
ま
る
と
、
各
頂
点
の
状
態
遷
移
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
決
定
す
る

（
各
頂
点
の
機
能
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
入
出
力
関
係
を
定
め
た
と
き
、
Ｂ
Ｎ
構
造
を
定
め
た
と
言
う
こ
と
に
す
る
）。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

は
、
頂
点
た
ち
の
状
態
が
、
そ
れ
ら
全
て
を
繋
い
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
性
質
と
し
て
現
れ
る
振
る
舞
い
な
の
で
、「
部
分
が
全
体
と
し
て

一
体
に
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
状
態
」
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
①
の

要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
②
の
Ｂ
Ｎ
構
造
を
生
成
す
る
③

の
過
程
は
、
ベ
イ
ズ
統
計
学
な
ど
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
マ
ル
コ
フ
連

鎖
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
法
（
Ｍ
Ｃ
Ｍ
Ｃ
）
に
よ
る
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
過
程

と
し
て
モ
デ
ル
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が

与
え
ら
れ
た
と
き
に
、
最
初
に
ラ
ン
ダ
ム
に
Ｂ
Ｎ
を
生
成
し
て
み
て

（
こ
の
段
階
で
は
、
Ｂ
Ｎ
の
頂
点
の
状
態
遷
移
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
は
、

与
え
ら
れ
た
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
は
一
致
し
な
い
）、
そ
こ

か
ら
Ｂ
Ｎ
構
造
を
少
し
ず
つ
変
化
（
頂
点
の
ど
れ
か
の
機
能
を
変
更

し
た
り
、入
出
力
関
係
を
一
部
繋
ぎ
替
え
た
り
）
さ
せ
た
Ｂ
Ｎ
を
（
確

率
的
に
）
生
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
だ
ん
だ
ん
と
与
え
ら
れ
た
要
素

集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
一
致
す
る
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み

出
す
に
も
の
に
近
い
Ｂ
Ｎ
構
造
を
生
成
し
て
ゆ
く
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を

図 3 ネットワーク構造を少し変化させて、そのネット
ワーク構造の頂点集合ダイナミクスを生み出す。そし
て、そのダイナミクスが与えられた要素集合ダイナミ
クスとどの程度一致しているかを調べ、その結果を参
照しながらまたネットワーク構造を少し変化させるこ
とを繰り返す。

図 4　ブーリアンネットワーク（BN）の状態遷移（頂
点集合ダイナミクス）の例。
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採
用
し
た
。

　

こ
の
モ
デ
ル
の
振
る
舞
い
を
、
第
一
節
で
挙
げ
た
数
学
の
「
わ
か
る
」
の
実
感
に
対
応
さ
せ
て
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、

要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
か
り
た
い
問
題
が
与
え
ら
れ
た
状
態
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
た

要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
一
致
す
る
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
構
造
を
Ｍ
Ｃ
Ｍ
Ｃ
に
よ
り
生
成
し
よ
う
と
し
て
い
る

過
程
は
、
わ
か
ろ
う
と
し
て
考
え
て
い
る
状
態
に
対
応
す
る
。
こ
の
過
程
が
進
行
し
、
与
え
ら
れ
た
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出

す
Ｂ
Ｎ
構
造
が
生
成
さ
れ
た
状
態
が
、
実
感
的
に
わ
か
っ
た
状
態
に
対
応
す
る
。
こ
こ
で
、 

そ
の
Ｂ
Ｎ
の
生
み
出
す
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ

ク
ス
が
、「
証
明
が
始
ま
る
と
と
も
に
意
識
が
流
れ
始
め
、
証
明
が
終
わ
る
と
と
も
に
流
れ
は
止
ま
る
」
に
お
け
る
意
識
の
流
れ
に
対
応

し
て
お
り
、
そ
の
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
が
生
成
さ
れ
た
状
態
（
頂
点
集
合
の
状
態
遷
移
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
起
こ
る

前
）が
、「
全
体
が
含
蓄
的
に
現
れ
」た
状
態
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
感
的
な「
わ
か
る
」は
、自
分
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ

き
り
と
わ
か
る
わ
か
り
方
で
あ
り
、
わ
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
か
が
定
ま
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
モ
デ
ル
に
お

い
て
も
、
そ
の
区
別
（
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
に
至
っ
て
い
る
か
ど
う
か
）
は
、
生
成
し
た
Ｂ
Ｎ
が
与
え
ら
れ
た
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク

ス
を
生
み
出
す
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
か
っ
て
い
な
い
状
態
か
ら
わ
か
っ
た
状
態
へ
の
遷
移
が
不
連

続
的
で
あ
る
実
感
が
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
各
段
階
の
論
理
の
展
開
は
す
っ
か
り
わ
か
っ
て
も
、
全
体
的
に

一
向
に
理
解
し
た
と
い
う
気
も
ち
の
起
ら
な
い
」
状
態
（
形
式
的
な
「
わ
か
る
」）
は
、
要
素
集
合
の
部
分
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
つ
い

て
は
そ
れ
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
が
生
成
で
き
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
（
連
結
な
）
Ｂ
Ｎ
は
生
成
で
き
て
い
な
い
状
態
に
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
第
一
節
で
挙
げ
た
例
に
表
れ
て
い
る
実
感
に
対
応
す
る
も
の
が
、
こ
の
モ
デ
ル
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
以
上
の
説
明
は
、
数
学
の
問
題
に
対
す
る
「
わ
か
る
」
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
現
象
に
つ
い
て
の
「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
も
当
て

は
ま
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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五
六

 

四　

計
算
機
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

第
三
節
で
説
明
し
た
数
理
モ
デ
ル
は
、
計
算
機
上
で
実
装
し
、
そ
の
振
る
舞
い
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
図
5
の
よ
う

な
三
つ
の
要
素
か
ら
な
る
要
素
集
合
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
（
と
等
し
い
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
）
を
生

み
出
す
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
行
す
る
と
、
図
6
の
よ
う
な
Ｂ
Ｎ
構
造
が
生
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
四
つ
の
異
な
る
Ｂ

Ｎ
構
造
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
同
じ
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
要
素
集

合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
、
対
応
す
る
Ｂ
Ｎ
構
造
は
複
数
存
在
し
得
る
。

　

こ
の
例
は
、
三
つ
の
要
素
か
ら
な
る
単
純
な
系
に
つ
い
て
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
が
、
次
に
、
要
素
数
を
少
し
増
や
し
た
七

つ
の
要
素
か
ら
な
る
図
7
の
よ
う
な
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
つ
い
て
同
様
の
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
生
成
さ
れ
る
Ｂ
Ｎ
構
造
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
度
に
異
な
る
Ｂ
Ｎ
構
造
（
た
だ
し
、
生
み
出
す
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
は

等
し
い
）
が
生
成
さ
れ
、
同
じ
Ｂ
Ｎ
構
造
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
、
こ
の
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
応
す
る
Ｂ
Ｎ
構

造
が
無
数
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
（
生
成
さ
れ
た
Ｂ
Ｎ
の
数
例
を
図
8
に
示
す
）。
こ
れ
は
、
同
じ
問
題
や
現
象
に

対
し
て
、
そ
の
実
感
的
な
わ
か
り
方
が
多
様
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
時
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
こ
と
を
示
す
結
果
と
言

え
る
。
な
お
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
結
果
と
し
て
同
じ
Ｂ
Ｎ
構
造
が
現
れ
な
い
故
に
同
じ
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
構

造
が
無
数
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
「
無
数
」
と
呼
ぶ
根
拠
と
し
て
は
弱
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み

出
す
Ｂ
Ｎ
構
造
が
、
例
え
ば
数
百
程
度
の
数
し
か
な
け
れ
ば
、
無
数
と
は
言
え
な
い
（
何
度
も
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
繰
り
返
せ
ば
同
じ

Ｂ
Ｎ
構
造
も
生
成
さ
れ
得
る
程
度
の
数
な
の
で
）。
そ
こ
で
、
同
じ
頂
点
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
生
み
出
す
Ｂ
Ｎ
構
造
が
い
く
つ
程
度
あ
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図 5 要素集合ダイナミクス。

図 6 生成された BN構造。これら四つの BN構造は、すべて同じ頂点集合ダイナ
ミクスを生み出す。

図 7 要素集合ダイナミクス。

図 8 生成された BN構造の例。これらの BN構造は、すべて同じ頂点集合ダイナ
ミクスを生み出す。同じ頂点集合ダイナミクスを生み出す BN構造はこれらの他
にも無数に存在する。
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五
八

る
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
を
行
っ
た
（
非
常
に
多
数
で
あ
る
の
で
、厳
密
に
数
え
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、推
定
す
る
こ
と
は
可
能
）。

こ
こ
で
用
い
た
推
定
手
法
は
、
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
再
重
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｍ
Ｃ
Ｍ
Ｃ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
で
生
成
さ
れ
た

サ
ン
プ
ル
（
Ｂ
Ｎ
構
造
）
た
ち
か
ら
作
ら
れ
る
ヒ
ス
ト
グ
ラ
ム
に
対
し
て
適
切
に
重
み
付
け
す
る
こ
と
で
、
対
象
系
に
つ
い
て
の
様
々
な

量
を
推
定
す
る
手
法
で
あ
り
、
計
算
統
計
物
理
の
分
野
で
、（
任
意
の
温
度
で
の
）
物
理
量
の
期
待
値
を
近
似
的
に
求
め
る
の
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
を
適
用
し
、
七
つ
の
要
素
か
ら
な
る
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
Ｂ
Ｎ
構
造
の
個
数

を
推
定
す
る
と
、
そ
の
数
は
二
百
億
個
程
度
と
計
算
さ
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
数
が
可
能
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
度
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
も
、同
じ
Ｂ
Ｎ
構
造
は
現
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、三
つ
の
要
素
の
系
で
は
対
応
す
る
Ｂ
Ｎ
構
造
は
四
個
で
あ
っ

た
（
こ
の
系
に
つ
い
て
は
、
個
数
が
少
な
い
の
で
厳
密
に
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
）
の
に
対
し
、
要
素
数
を
七
つ
に
増
や
す
だ
け
で

こ
れ
ほ
ど
対
応
す
る
Ｂ
Ｎ
構
造
の
個
数
が
増
加
す
る
こ
と
か
ら
、
要
素
数
の
増
加
に
従
い
爆
発
的
に
Ｂ
Ｎ
構
造
の
数
が
増
加
す
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。 

そ
れ
故
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
同
じ
現
象
（
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
）
に
対
す
る
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
が
無
数
に

存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
に
よ
り
、
ま
た
時
に
よ
り
得
ら
れ
る
「
わ
か
る
」
が
一
回
き
り
で
あ
る
と
い
う
性
質
が
表
現
で
き
て
い

る
と
言
え
る
。五　

今
後
の
展
望

　

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
の
は
、
一
つ
の
問
題
や
現
象
に
対
す
る
「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
化
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
一

つ
の
「
わ
か
る
」
は
次
の
「
わ
か
る
」
へ
と
応
用
さ
れ
、
そ
う
し
て
「
わ
か
る
」
の
体
系
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
表
現
す
る
た
め

に
は
、
個
々
の
「
わ
か
る
」
が
結
合
さ
れ
、「
わ
か
る
」
の
体
系
を
作
り
、
そ
の
体
系
が
次
の
「
わ
か
る
」
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
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構
造
を
モ
デ
ル
に
組
み
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
々
の
「
わ
か
る
」
を
「
わ
か
る
」
の
体
系
に
結
び
つ
け
る
過
程
は
、
要
素
集
合
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
そ
れ
ら
を
一
つ
の
全
体
と
捉
え
る
過
程
（
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
）
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ

Ｎ
構
造
生
成
と
い
う
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
個
々
の
「
わ
か
る
」
と
「
わ
か
る
」
の
体
系
の
形
成
の
両
方
が
記
述
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
既
に
生
成
さ
れ
た
「
わ
か
る
」
の
構
造
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
な
が
ら
体
系
が
成
長
す
る
こ
と
で
、「
わ
か
る
」
活
動

に
関
し
て
「
個
性
」
が
創
発
す
る
こ
と
な
ど
が
、
モ
デ
ル
の
振
る
舞
い
と
し
て
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
わ
か
る
」
は
人
か
ら
人
へ
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
②
に
よ
る
本
稿
の
別
論
文
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、科
学
・

技
術
の
「
質
」
の
維
持
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
感
覚
を
持
っ
た
技
術
者
た
ち
が
欲
求
に
「
自
分
事
」
と
し
て
対
峙
す
る
こ
と
で
為
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
は
、
機
能
や
技
術
と
し
て
書
き
下
せ
な
い
実
感
を
持
っ
て
開
発
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
・
技
術
の
「
質
」

の
伝
承
は
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
を
持
っ
た
人
が
、
そ
れ
を
人
に
伝
え
、
伝
え
ら
れ
た
人
が
ま
た
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
を
得
る
こ
と

で
行
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
は
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
に
よ
っ
て
唯
一
的
で
あ

る
こ
と
と
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
の
感
覚
そ
の
も
の
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
の
唯

一
性
は
、「
自
分
事
」
と
し
て
の
「
わ
か
る
」
は
コ
ピ
ー
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
経
験
的
な
事
実
で
あ
り
、
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
モ
デ

ル
で
は
、
同
じ
問
題
・
現
象
（
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
）
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
わ
か
る
」（
Ｂ
Ｎ
構
造
）
が
無
数
に
存
在
す

る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
で
は
、
唯
一
的
な
「
わ
か
る
」
が
伝
え
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
問
題
は
、
実
感
的
な
「
わ
か

る
」
の
感
覚
そ
の
も
の
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
の
感
覚
そ
の
も
の
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
モ
デ
ル
で
は
、
現
象
は
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
形
で
現
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
Ｂ
Ｎ
構
造
そ
の
も
の
は
認
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
か
る
」
の
感
覚
そ
の
も
の
（
Ｂ
Ｎ
構
造
）

で
は
な
く
、
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
形
で
「
わ
か
る
」
を
表
現
し
、
そ
の
要
素
集
合
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
に
対
し
て
受
け
手
が
Ｂ
Ｎ
構
造
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を
生
成
す
る
形
に
な
る
。
あ
く
ま
で
も
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
を
得
る
の
は
、
わ
か
る
主
体
の
「
能
動
的
」
な
行
為
（
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
）

に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、わ
か
る
主
体
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
Ｂ
Ｎ
構
造
は
そ
の
時
々
で
唯
一
的
で
あ
る
の
で
、実
感
的
な「
わ
か
る
」

の
感
覚
と
し
て
は
、
伝
え
手
の
持
っ
て
い
た
元
の
実
感
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
。「
わ
か
る
」
を
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
数

理
モ
デ
ル
に
は
ま
だ
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
以
上
の
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら
そ
れ
を
数
理
モ
デ
ル
に
加
え
る
こ
と
で
、
実
感
―
―
唯

一
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
直
接
に
は
伝
え
ら
れ
な
い
も
の
―
―
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
数
理
モ
デ
ル
と
い
う
喩
え
を
通
し
て
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

形
式
的
な
「
わ
か
る
」
と
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
の
違
い
や
、
実
感
的
な
「
わ
か
る
」
の
唯
一
性
（
コ
ピ
ー
不
可
能
性
）、
コ
ピ
ー
不

可
能
な
「
わ
か
る
」
を
伝
承
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
（
ど
の
よ
う
な
意
味
で
）
可
能
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、

技
術
や
機
能
と
し
て
書
き
下
せ
る
も
の
だ
け
に
着
目
し
て
い
て
は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
書
き
下
し
き
る
こ
と
の

で
き
な
い
実
感
に
着
目
し
、
そ
の
実
感
の
構
造
を
数
理
モ
デ
ル
と
い
う
比
喩
表
現
で
表
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
数
理
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
西
田
幾
多
郎
の
生
命
観
を
参
考
に
し

て
構
築
し
た
Ｂ
Ｎ
構
造
生
成
モ
デ
ル
を
提
案
し
た
。
こ
こ
で
提
案
し
た
モ
デ
ル
は
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
に
基

づ
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
試
み
が
人
文
科
学
の
知
見
と
自
然
科
学
の
知
見
と
を
相
互
に
活
用
し
合
う
方
法
の
一
つ
を
切
り
拓
く
契

機
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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