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演習問題 12の解答例
バーE1には入れないので, E1からE2へは確率 1で遷移し, E6が吸収壁であることに注意すると,
この酔っ払いの動きを表す有向グラフは図 200のようになる. また, この酔っ払いの時刻 nでの状
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図 200: バー E1 では追っ払われ, バー E6 には入ったきり帰れない酔っ払いの動きを表す有向グラフ.

態ベクトルを x(n) = (p1(n), p2(n), p3(n), p4(n), p5(n), p6(n)) とすると, n時間後に各バーにどれ
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くらいの確率で居ることになるのかは遷移行列A :
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(241)

に対して

xn = x0An (242)

で与えられるので, n = 6, x0 = (0, 1, 0, 0, 0, 0)に注意して上式を計算すればよい. 手で計算するの
はとても面倒なので, ここでは次のプログラムを用いて計算機に計算させることにする.

/************************************************************/

/* Calculation of time evolution of probability for */

/* 1-dimensional random walk */

/* (Q12 : graph theory 2006) J. Inoue */

/***********************************************************/

#include<stdio.h>

#define tmax 10

main(){

FILE *pt;

double a[6][6],b[6][6];

int i,j,k,t;

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5; j++){

b[i][j]=0;

}}

/* Definition of transition matrix A (definition of digraph) */

a[0][0] = 0;

a[0][1] = 1.0;

a[0][2] = 0;

a[0][3] = 0;

a[0][4] = 0;

a[0][5] = 0;

a[1][0] = 1.0/2;

a[1][1] = 1.0/6;

a[1][2] = 1.0/3;

a[1][3] = 0;

a[1][4] = 0;

a[1][5] = 0;
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a[2][0] = 0;

a[2][1] = 1.0/2;

a[2][2] = 1.0/6;

a[2][3] = 1.0/3;

a[2][4] = 0;

a[2][5] = 0;

a[3][0] = 0;

a[3][1] = 0;

a[3][2] = 1.0/2;

a[3][3] = 1.0/6;

a[3][4] = 1.0/3;

a[3][5] = 0;

a[4][0] = 0;

a[4][1] = 0;

a[4][2] = 0;

a[4][3] = 1.0/2;

a[4][4] = 1.0/6;

a[4][5] = 1.0/3;

a[5][0] = 0;

a[5][1] = 0;

a[5][2] = 0;

a[5][3] = 0;

a[5][4] = 0;

a[5][5] = 1.0;

/* Calculation of A^{t} */

if((pt=fopen("matprod.txt","wt")) !=NULL){

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5;j++){

if((i==0) && (j==0)){fprintf(pt,"Time Step=%d\n\n",1);}

if(j!=5){

fprintf(pt,"A(%d)(%d,%d)=%lf ",t,i+1,j+1,a[i][j]);

}else{

fprintf(pt,"A(%d)(%d,%d)=%lf\n",t,i+1,j+1,a[i][j]);}

}}

for(i=0; i<=5; i++){

fprintf(pt,"\n t=%d p(%i)=%lf",1,i+1,a[1][i]);

//fprintf(pt,"%d %lf ",1, a[1][i]);

}
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fprintf(pt,"\n %c", ’\n’);

for(t=1;t<=tmax;t++){

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5;j++){

for(k=0; k<=5; k++){

b[i][j] = b[i][j] + a[i][k]*a[k][j];

}

}

}

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5;j++){

if((i==0) && (j==0)){fprintf(pt,"Time Step=%d\n\n",t+1);}

if(j!=5){

fprintf(pt,"A(%d)(%d,%d)=%lf ",t+1,i+1,j+1,b[i][j]);

}else{

fprintf(pt,"A(%d)(%d,%d)=%lf\n",t+1,i+1,j+1,b[i][j]);}

}}

for(i=0; i<=5; i++){

fprintf(pt,"\n t=%d p(%i)=%lf ",t+1,i+1,b[1][i]);

//fprintf(pt,"%d %lf ",t+1,b[1][i]);

}

fprintf(pt,"\n %c", ’\n’);

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5; j++){

a[i][j]=b[i][j];

}

}

for(i=0; i<=5; i++){

for(j=0; j<=5; j++){

b[i][j]=0;

}}

}

}

fclose(pt);

}

このプログラムは例によってグラフ理論の講義ホームページ

http://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/~j_inoue/graph2006/graph2006.html

からダウンロード可能である. Atの各要素と 1～11時間後にそれぞれのバーに居る確率は次のよ
うになる.

/* 上記プログラム (random_walk_prob.c) を用いて計算機によって求めた遷移行列の t 乗の各成分と t=1～11 時間後に各バーに居
る確率 */
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Time Step=1

A(0)(1,1)=0.000000 A(0)(1,2)=1.000000 A(0)(1,3)=0.000000 A(0)(1,4)=0.000000 A(0)(1,5)=0.000000 A(0)(1,6)=0.000000
A(0)(2,1)=0.500000 A(0)(2,2)=0.166667 A(0)(2,3)=0.333333 A(0)(2,4)=0.000000 A(0)(2,5)=0.000000 A(0)(2,6)=0.000000
A(0)(3,1)=0.000000 A(0)(3,2)=0.500000 A(0)(3,3)=0.166667 A(0)(3,4)=0.333333 A(0)(3,5)=0.000000 A(0)(3,6)=0.000000
A(0)(4,1)=0.000000 A(0)(4,2)=0.000000 A(0)(4,3)=0.500000 A(0)(4,4)=0.166667 A(0)(4,5)=0.333333 A(0)(4,6)=0.000000
A(0)(5,1)=0.000000 A(0)(5,2)=0.000000 A(0)(5,3)=0.000000 A(0)(5,4)=0.500000 A(0)(5,5)=0.166667 A(0)(5,6)=0.333333
A(0)(6,1)=0.000000 A(0)(6,2)=0.000000 A(0)(6,3)=0.000000 A(0)(6,4)=0.000000 A(0)(6,5)=0.000000 A(0)(6,6)=1.000000

t=1 p(1)=0.500000
t=1 p(2)=0.166667
t=1 p(3)=0.333333
t=1 p(4)=0.000000
t=1 p(5)=0.000000
t=1 p(6)=0.000000

Time Step=2

A(2)(1,1)=0.500000 A(2)(1,2)=0.166667 A(2)(1,3)=0.333333 A(2)(1,4)=0.000000 A(2)(1,5)=0.000000 A(2)(1,6)=0.000000
A(2)(2,1)=0.083333 A(2)(2,2)=0.694444 A(2)(2,3)=0.111111 A(2)(2,4)=0.111111 A(2)(2,5)=0.000000 A(2)(2,6)=0.000000
A(2)(3,1)=0.250000 A(2)(3,2)=0.166667 A(2)(3,3)=0.361111 A(2)(3,4)=0.111111 A(2)(3,5)=0.111111 A(2)(3,6)=0.000000
A(2)(4,1)=0.000000 A(2)(4,2)=0.250000 A(2)(4,3)=0.166667 A(2)(4,4)=0.361111 A(2)(4,5)=0.111111 A(2)(4,6)=0.111111
A(2)(5,1)=0.000000 A(2)(5,2)=0.000000 A(2)(5,3)=0.250000 A(2)(5,4)=0.166667 A(2)(5,5)=0.194444 A(2)(5,6)=0.388889
A(2)(6,1)=0.000000 A(2)(6,2)=0.000000 A(2)(6,3)=0.000000 A(2)(6,4)=0.000000 A(2)(6,5)=0.000000 A(2)(6,6)=1.000000

t=2 p(1)=0.083333
t=2 p(2)=0.694444
t=2 p(3)=0.111111
t=2 p(4)=0.111111
t=2 p(5)=0.000000
t=2 p(6)=0.000000

Time Step=3

A(3)(1,1)=0.347222 A(3)(1,2)=0.254630 A(3)(1,3)=0.305556 A(3)(1,4)=0.055556 A(3)(1,5)=0.037037 A(3)(1,6)=0.000000
A(3)(2,1)=0.127315 A(3)(2,2)=0.542438 A(3)(2,3)=0.163580 A(3)(2,4)=0.129630 A(3)(2,5)=0.024691 A(3)(2,6)=0.012346
A(3)(3,1)=0.229167 A(3)(3,2)=0.245370 A(3)(3,3)=0.278549 A(3)(3,4)=0.117284 A(3)(3,5)=0.074074 A(3)(3,6)=0.055556
A(3)(4,1)=0.062500 A(3)(4,2)=0.291667 A(3)(4,3)=0.175926 A(3)(4,4)=0.195216 A(3)(4,5)=0.080247 A(3)(4,6)=0.194444
A(3)(5,1)=0.062500 A(3)(5,2)=0.083333 A(3)(5,3)=0.166667 A(3)(5,4)=0.120370 A(3)(5,5)=0.084105 A(3)(5,6)=0.483025
A(3)(6,1)=0.000000 A(3)(6,2)=0.000000 A(3)(6,3)=0.000000 A(3)(6,4)=0.000000 A(3)(6,5)=0.000000 A(3)(6,6)=1.000000

t=3 p(1)=0.127315
t=3 p(2)=0.542438
t=3 p(3)=0.163580
t=3 p(4)=0.129630
t=3 p(5)=0.024691
t=3 p(6)=0.012346

Time Step=4

A(4)(1,1)=0.228792 A(4)(1,2)=0.320798 A(4)(1,3)=0.248807 A(4)(1,4)=0.103438 A(4)(1,5)=0.049354 A(4)(1,6)=0.048811
A(4)(2,1)=0.160399 A(4)(2,2)=0.406661 A(4)(2,3)=0.200120 A(4)(2,4)=0.124852 A(4)(2,5)=0.042705 A(4)(2,6)=0.065263
A(4)(3,1)=0.186605 A(4)(3,2)=0.300179 A(4)(3,3)=0.220730 A(4)(3,4)=0.109020 A(4)(3,5)=0.050821 A(4)(3,6)=0.132645
A(4)(4,1)=0.116368 A(4)(4,2)=0.280918 A(4)(4,3)=0.163530 A(4)(4,4)=0.109683 A(4)(4,5)=0.044963 A(4)(4,6)=0.284539
A(4)(5,1)=0.083285 A(4)(5,2)=0.144129 A(4)(5,3)=0.114348 A(4)(5,4)=0.067444 A(4)(5,5)=0.033451 A(4)(5,6)=0.557343
A(4)(6,1)=0.000000 A(4)(6,2)=0.000000 A(4)(6,3)=0.000000 A(4)(6,4)=0.000000 A(4)(6,5)=0.000000 A(4)(6,6)=1.000000

t=4 p(1)=0.160399
t=4 p(2)=0.406661
t=4 p(3)=0.200120
t=4 p(4)=0.124852
t=4 p(5)=0.042705
t=4 p(6)=0.065263

Time Step=5

A(5)(1,1)=0.166377 A(5)(1,2)=0.314710 A(5)(1,3)=0.198601 A(5)(1,4)=0.105517 A(5)(1,5)=0.043938 A(5)(1,6)=0.170857
A(5)(2,1)=0.157355 A(5)(2,2)=0.318129 A(5)(2,3)=0.190762 A(5)(2,4)=0.105755 A(5)(2,5)=0.042495 A(5)(2,6)=0.185503
A(5)(3,1)=0.148951 A(5)(3,2)=0.286143 A(5)(3,3)=0.178861 A(5)(3,4)=0.096229 A(5)(3,5)=0.039848 A(5)(3,6)=0.249967
A(5)(4,1)=0.118707 A(5)(4,2)=0.237950 A(5)(4,3)=0.144344 A(5)(4,4)=0.080001 A(5)(4,5)=0.032486 A(5)(4,6)=0.386512
A(5)(5,1)=0.074145 A(5)(5,2)=0.143422 A(5)(5,3)=0.089659 A(5)(5,4)=0.048729 A(5)(5,5)=0.020228 A(5)(5,6)=0.623816
A(5)(6,1)=0.000000 A(5)(6,2)=0.000000 A(5)(6,3)=0.000000 A(5)(6,4)=0.000000 A(5)(6,5)=0.000000 A(5)(6,6)=1.000000

t=5 p(1)=0.157355
t=5 p(2)=0.318129
t=5 p(3)=0.190762
t=5 p(4)=0.105755
t=5 p(5)=0.042495
t=5 p(6)=0.185503
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Time Step=6

A(6)(1,1)=0.122568 A(6)(1,2)=0.240717 A(6)(1,3)=0.147770 A(6)(1,4)=0.080532 A(6)(1,5)=0.032915 A(6)(1,6)=0.375500
A(6)(2,1)=0.120358 A(6)(2,2)=0.236572 A(6)(2,3)=0.145133 A(6)(2,4)=0.079136 A(6)(2,5)=0.032330 A(6)(2,6)=0.386471
A(6)(3,1)=0.110827 A(6)(3,2)=0.217699 A(6)(3,3)=0.133621 A(6)(3,4)=0.072830 A(6)(3,5)=0.029764 A(6)(3,6)=0.435258
A(6)(4,1)=0.090598 A(6)(4,2)=0.178055 A(6)(4,3)=0.109245 A(6)(4,4)=0.059563 A(6)(4,5)=0.024335 A(6)(4,6)=0.538203
A(6)(5,1)=0.055543 A(6)(5,2)=0.109113 A(6)(5,3)=0.066969 A(6)(5,4)=0.036503 A(6)(5,5)=0.014918 A(6)(5,6)=0.716955
A(6)(6,1)=0.000000 A(6)(6,2)=0.000000 A(6)(6,3)=0.000000 A(6)(6,4)=0.000000 A(6)(6,5)=0.000000 A(6)(6,6)=1.000000

t=6 p(1)=0.120358
t=6 p(2)=0.236572
t=6 p(3)=0.145133
t=6 p(4)=0.079136
t=6 p(5)=0.032330
t=6 p(6)=0.386471

Time Step=7

A(7)(1,1)=0.069496 A(7)(1,2)=0.136551 A(7)(1,3)=0.083795 A(7)(1,4)=0.045680 A(7)(1,5)=0.018666 A(7)(1,6)=0.645813
A(7)(2,1)=0.068275 A(7)(2,2)=0.134152 A(7)(2,3)=0.082323 A(7)(2,4)=0.044878 A(7)(2,5)=0.018338 A(7)(2,6)=0.652035
A(7)(3,1)=0.062846 A(7)(3,2)=0.123484 A(7)(3,3)=0.075776 A(7)(3,4)=0.041309 A(7)(3,5)=0.016879 A(7)(3,6)=0.679705
A(7)(4,1)=0.051390 A(7)(4,2)=0.100975 A(7)(4,3)=0.061963 A(7)(4,4)=0.033779 A(7)(4,5)=0.013803 A(7)(4,6)=0.738090
A(7)(5,1)=0.031498 A(7)(5,2)=0.061890 A(7)(5,3)=0.037979 A(7)(5,4)=0.020704 A(7)(5,5)=0.008460 A(7)(5,6)=0.839470
A(7)(6,1)=0.000000 A(7)(6,2)=0.000000 A(7)(6,3)=0.000000 A(7)(6,4)=0.000000 A(7)(6,5)=0.000000 A(7)(6,6)=1.000000

t=7 p(1)=0.068275
t=7 p(2)=0.134152
t=7 p(3)=0.082323
t=7 p(4)=0.044878
t=7 p(5)=0.018338
t=7 p(6)=0.652035

Time Step=8

A(8)(1,1)=0.022354 A(8)(1,2)=0.043923 A(8)(1,3)=0.026954 A(8)(1,4)=0.014694 A(8)(1,5)=0.006004 A(8)(1,6)=0.886071
A(8)(2,1)=0.021962 A(8)(2,2)=0.043152 A(8)(2,3)=0.026480 A(8)(2,4)=0.014436 A(8)(2,5)=0.005899 A(8)(2,6)=0.888072
A(8)(3,1)=0.020215 A(8)(3,2)=0.039720 A(8)(3,3)=0.024374 A(8)(3,4)=0.013288 A(8)(3,5)=0.005429 A(8)(3,6)=0.896973
A(8)(4,1)=0.016530 A(8)(4,2)=0.032480 A(8)(4,3)=0.019931 A(8)(4,4)=0.010865 A(8)(4,5)=0.004440 A(8)(4,6)=0.915753
A(8)(5,1)=0.010132 A(8)(5,2)=0.019908 A(8)(5,3)=0.012216 A(8)(5,4)=0.006660 A(8)(5,5)=0.002721 A(8)(5,6)=0.948363
A(8)(6,1)=0.000000 A(8)(6,2)=0.000000 A(8)(6,3)=0.000000 A(8)(6,4)=0.000000 A(8)(6,5)=0.000000 A(8)(6,6)=1.000000

t=8 p(1)=0.021962
t=8 p(2)=0.043152
t=8 p(3)=0.026480
t=8 p(4)=0.014436
t=8 p(5)=0.005899
t=8 p(6)=0.888072

Time Step=9

A(9)(1,1)=0.002313 A(9)(1,2)=0.004545 A(9)(1,3)=0.002789 A(9)(1,4)=0.001520 A(9)(1,5)=0.000621 A(9)(1,6)=0.988212
A(9)(2,1)=0.002272 A(9)(2,2)=0.004465 A(9)(2,3)=0.002740 A(9)(2,4)=0.001494 A(9)(2,5)=0.000610 A(9)(2,6)=0.988419
A(9)(3,1)=0.002092 A(9)(3,2)=0.004110 A(9)(3,3)=0.002522 A(9)(3,4)=0.001375 A(9)(3,5)=0.000562 A(9)(3,6)=0.989340
A(9)(4,1)=0.001710 A(9)(4,2)=0.003361 A(9)(4,3)=0.002062 A(9)(4,4)=0.001124 A(9)(4,5)=0.000459 A(9)(4,6)=0.991283
A(9)(5,1)=0.001048 A(9)(5,2)=0.002060 A(9)(5,3)=0.001264 A(9)(5,4)=0.000689 A(9)(5,5)=0.000282 A(9)(5,6)=0.994657
A(9)(6,1)=0.000000 A(9)(6,2)=0.000000 A(9)(6,3)=0.000000 A(9)(6,4)=0.000000 A(9)(6,5)=0.000000 A(9)(6,6)=1.000000

t=9 p(1)=0.002272
t=9 p(2)=0.004465
t=9 p(3)=0.002740
t=9 p(4)=0.001494
t=9 p(5)=0.000610
t=9 p(6)=0.988419

Time Step=10

A(10)(1,1)=0.000025 A(10)(1,2)=0.000049 A(10)(1,3)=0.000030 A(10)(1,4)=0.000016 A(10)(1,5)=0.000007 A(10)(1,6)=0.999874
A(10)(2,1)=0.000024 A(10)(2,2)=0.000048 A(10)(2,3)=0.000029 A(10)(2,4)=0.000016 A(10)(2,5)=0.000007 A(10)(2,6)=0.999876
A(10)(3,1)=0.000022 A(10)(3,2)=0.000044 A(10)(3,3)=0.000027 A(10)(3,4)=0.000015 A(10)(3,5)=0.000006 A(10)(3,6)=0.999886
A(10)(4,1)=0.000018 A(10)(4,2)=0.000036 A(10)(4,3)=0.000022 A(10)(4,4)=0.000012 A(10)(4,5)=0.000005 A(10)(4,6)=0.999907
A(10)(5,1)=0.000011 A(10)(5,2)=0.000022 A(10)(5,3)=0.000014 A(10)(5,4)=0.000007 A(10)(5,5)=0.000003 A(10)(5,6)=0.999943
A(10)(6,1)=0.000000 A(10)(6,2)=0.000000 A(10)(6,3)=0.000000 A(10)(6,4)=0.000000 A(10)(6,5)=0.000000 A(10)(6,6)=1.000000

t=10 p(1)=0.000024
t=10 p(2)=0.000048
t=10 p(3)=0.000029
t=10 p(4)=0.000016
t=10 p(5)=0.000007
t=10 p(6)=0.999876

ここは 165ページ目



グラフ理論 2006 担当 : 大学院情報科学研究科 井上 純一

Time Step=11

A(11)(1,1)=0.000000 A(11)(1,2)=0.000000 A(11)(1,3)=0.000000 A(11)(1,4)=0.000000 A(11)(1,5)=0.000000 A(11)(1,6)=1.000000
A(11)(2,1)=0.000000 A(11)(2,2)=0.000000 A(11)(2,3)=0.000000 A(11)(2,4)=0.000000 A(11)(2,5)=0.000000 A(11)(2,6)=1.000000
A(11)(3,1)=0.000000 A(11)(3,2)=0.000000 A(11)(3,3)=0.000000 A(11)(3,4)=0.000000 A(11)(3,5)=0.000000 A(11)(3,6)=1.000000
A(11)(4,1)=0.000000 A(11)(4,2)=0.000000 A(11)(4,3)=0.000000 A(11)(4,4)=0.000000 A(11)(4,5)=0.000000 A(11)(4,6)=1.000000
A(11)(5,1)=0.000000 A(11)(5,2)=0.000000 A(11)(5,3)=0.000000 A(11)(5,4)=0.000000 A(11)(5,5)=0.000000 A(11)(5,6)=1.000000
A(11)(6,1)=0.000000 A(11)(6,2)=0.000000 A(11)(6,3)=0.000000 A(11)(6,4)=0.000000 A(11)(6,5)=0.000000 A(11)(6,6)=1.000000

t=11 p(1)=0.000000
t=11 p(2)=0.000000
t=11 p(3)=0.000000
t=11 p(4)=0.000000
t=11 p(5)=0.000000
t=11 p(6)=1.000000

これではわかりにくいので, グラフにしてプロットしてみると次のようになる. この図 201 より, 吸

 0
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図 201: 酔っ払いが各バーに居る確率の時間変化.

収壁である 6番目のバー以外の各バーの滞在確率は時間とともに減少し, ゼロへと向かい, その分
の確率がバー 6に流れて行き, 11時間後には酔っ払いは確率 1で 6番目のバーに居ることになる.

※ 注 : 1時間後に P (1)がゼロでないのは不思議に思われるかもしれないが, 例えば 1時間後には
確率 1/2でバーE2からE1へ向かうことになり, この意味でバーE1の前には「居る」ことになる.
しかし, 「E1 に滞在する」というのは「次のステップでも同じバー E1 に留まる」ことを意味し,
ここではそれが許されていない. つまり, 条件つき確率 P (Xt+1 = E1|Xt = E1) = 0であり, これ
は遷移行列の (1, 1)成分がゼロであることに反映しているわけである.

ここは 166ページ目



グラフ理論 2006 担当 : 大学院情報科学研究科 井上 純一

11 マッチング, 結婚, Menger の定理

最終回である今回の講義では, マッチング, ネットワークフローなど, 我々が日常で出くわす具体
的な諸問題に取り組む際に特に重要となる概念・方法を学ぶ.

11.1 Hallの結婚定理

ここで扱う結婚問題 (mariage problem) とは次のような問題である.�

�

�

�
結婚問題

女性の有限集合があり, 各女性は何人かの男性と知り合いであるとする. 全ての女性が知
り合いの男性と結婚ができるようにカップルが組めるためにはどのような条件が必要であ

るか ?

ここではいきなり一般論から入るのではなく, 次の表で与えられる具体例をグラフを用いて考察す
ることからはじめよう. この表では女性集合を {g1, g2, g3, g4}, 男性集合を {b1, b2, b3, b4, b5} とす
る.

女性 女性と知り合いの男性

g1 b1, b4, b5

g2 b1

g3 b2, b3, b4

g4 b2, b4

これをグラフで描いたものが図 202 である. さて, 完全二部グラフ G(V1, V2)における, 点 V1 から

g1

g2

g3

g4

b1

b2

b3

b4

b5

図 202: 女性とその知り合いの男性を表すグラフ.

点 V2への完全マッチングを「V1と V2の部分集合の間の一対一対応で, かつ, 対応する点は辺で結
ばれているもの」であると定義すれば, 上にあげた結婚問題は次のように言い直すことができる.�
�

�
	

結婚問題の「完全マッチング」を用いた言いかえ

G = G(V1, V2)が二部グラフのとき, Gにおいて V1 から V2 への完全マッチングがあるの

はどのようなときか ?
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この問題の答えは次の定理によって与えられる.

Hallの定理

結婚問題に解があるための必要十分条件は, どの k人の女性も合わせて k人以上の男性と

知り合いであることである.

(証明)

[必要性] : k人の女性の誰かと知り合いの男性が合計 k人未満であれば女性が余ってしまうので明

らか.
[十分性] : 帰納法により証明する.
「女性がm人未満であれば定理が成立する」と仮定する. このとき, m = 1であれば, k = 1人の
女性は 1人の男性と知り合いなので, その男性と結婚すれば良い. 従って, 成立. m人の女性がい

る場合には次のような 2つの場合に分けて考える.

(i) k < mなる, どの k人の女性をとっても, 合わせて k + 1人の男性と知り合いのとき
女性 1人を選び, 知り合いの任意の男性と結婚させれば, 残りm− 1人 (m− 1 < m)の女性は
合わせてm− 1人の男性と知り合いである. 従って, 帰納法の仮定から証明終わり.

(ii) k(< m)人の女性が合わせてちょうど k人の男性と知り合いのとき

帰納法により, k 人の女性は結婚可能. 残りは m − k 人である. (m − k)人の中のどの h 人

(h ≤ m− k) も残りの h人以上の男性と知り合いである ((h + k)人の女性は (h + k)人以上の
男性と知り合いであるべきなので). 従って, m− k人の女性に対して条件成立.

以上により証明終わり.

11.2 横断理論

まず, 次のように定義しておこう.

E : 空でない有限集合.
F = (S1, S2, · · · , Sm) : Eの空でない部分集合の族.
Fの横断 : 各集合 Si から 1つ選んだ Eの相異なるm個の元の集合.

(例)

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, S1 = S2 = {1, 2}, S3 = S4 = {2, 3}, S5 = {1, 4, 5, 6} とする. このとき, 族
F = (S1, S2, · · · , S5)に横断は無い. 一方, F

′
= (S1, S2, S3, S5)には {1, 2, 3, 4}の横断 (部分横断)

がある.

11.3 横断と結婚問題, 及び, Hallの定理との関係

男性の集合を E = {b1, b2, b3, b4, b5, b6} = {1, 2, 3, 4, 5, 6}とする.
一方, 女性の集合を F = (g1, g2, g3, g4, g5) = (S1, S2, S3, S4, S5) とし,

S1 = {1, 2}
S2 = {1, 2}
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S3 = {2, 3}
S4 = {2, 3}
S5 = {1, 4, 5, 6}

とすれば (図 203も合わせて参照), 与えられた集合族 Fが横断を持つための必要十分条件がHall

の定理である.

g1

g2

g3

g4

g5

b1

b2

b3

b4

b5

b6

図 203: ここで横断と Hall の定理の関係を考える, 女性とその知り合いの男性を表すグラフ.

11.4 Hallの定理の応用例 : ラテン方陣


�

�



ラテン長方形

m× n (m ≤ n) ラテン長方形 : 次の性質を持つm× n 行列 M

(i)任意の行列要素は 1 ≤ mij ≤ nを満たす.
(ii) どの行, 及び, どの列にも同じ要素はない.

(例)

M =

⎡
⎢⎣

1 2 3 4 5
2 4 1 5 3
3 5 2 1 4

⎤
⎥⎦ (243)

はラテン長方形である.

m = nであるようなラテン長方形をラテン方陣と呼ぶが, ラテン長方形からラテン方陣への拡大
可能性は次の定理で与えられる.

定理 27.1

M はm < nからなる m× nラテン長方形であるとする. このとき, M に n−m本の新

しい行を付け加えてラテン方陣に拡張することができる.

(具体的な作り方)
E = {1, 2, 3, 4, 5}を与えられたラテン長方形Mの行要素の集合であるとする. F = (S1, S2, S3, S4, S5)
とし, M の第 i列に現れない Eの要素の集合が Si であるする. (243)式で与えられたラテン長方
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形を例にとれば S1, S2, · · · ,は
S1 = {4, 5}
S2 = {1, 3}
S3 = {4, 5}
S4 = {2, 3}
S5 = {1, 2}

となり, Fから横断を見つけて (4, 3, 5, 2, 1), (5, 1, 4, 3, 2)が得られるので, これをラテン長方形に付
け加えて

M =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 2 3 4 5
2 4 1 5 3
3 5 2 1 4
4 3 5 2 1

5 1 4 3 2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(244)

となる (付け加えた部分は太字で表されている).

11.5 Mengerの定理

まずは各種定義から

辺素な道 (edge-disjoint path) : 共通な辺を持たない vから wへの道.
点素な道 (vertex-disjoint path) : 共通な点を持たない v から wへの道.
vw-非連結化集合 : グラフ G の辺集合 Eで, vから wへの任意の道は必ず Eの辺を含むもの.
(例) : 図 204において E1 = {ps, qs, ty, tz}, E2 = {uw, xw, yw, zw}.
vw-分離集合 : Gの点の集合Vで, vから wへの任意の道は必ず V の点を通るという性質を持つ V .
(例) : 図 204において V1 = {s, t}, V2 = {p, q, y, z}.

G

v

q

r

p

s

t

z

y

x

u

w

図 204: 点素な道が 2 本あるグラフ G. (それらの道は v → p → u → w, 及び, v → r → t → y → w)

「vから wへの辺素な道の本数は何本か ?」という問いに対する答え ⇒Mengerの定理 I
Mengerの定理 I
連結グラフ Gの異なる 2点 vと wを結ぶ辺素な道数の最大値は, vw-非連結化集合の辺数
の最小値に等しい.
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「vから wへの点素な道の本数は何本か ?」という問いに対する答え ⇒Mengerの定理 II

Mengerの定理 II
連結グラフ Gの隣接していない 2点 vと wを結ぶ点素な道数の最大値は, vw-分離集合の
辺数の最小値に等しい.

(例)

図 205のグラフGに対して, vw-非連結化集合はE1 = {vp, vq}, E2 = {pr, qr, qs}, E3 = {rw, sw}であ
るから, 辺素な道数の最小値は 2である. 一方, vw-分離集合はV1 = {p, q}, V2 = {r, q}, V3 = {r, s}
であるから, 点素な道数の最大値は 2である.

p

v

q s

r

w

図 205: Menger の定理を確認する例として用いるグラフ G.

12 ネットワークフロー

図 206のような有向グラフを考える. 点 vは「会社」であり, 点 wは「販売店」とする. 各辺に
記された数字は, そのルート (弧)を通過できる荷物の最大量 (例えば「箱の個数」と言い換えても
良い)であるとする. このとき, 我々の問題は

v

z

y

x

w

4

3

1

2

 4

1 2

2

4

図 206: ここで考える有向グラフ. v は「会社」で w が「販売店」を表すものとする. 各弧に記された数字は「容量」で
ある.

�
�

�
	

問題

各ルートの許容量を超えないようにして会社から販売店に送ることのできる箱の個数はい

くつか ?

この問題に答える前にいくつかの定義をしておこう.
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ネットワーク N : 重みつき有向グラフ.
容量 Ψ(a) : 各弧 aに割り当てられた非負実数.

outdeg(x) : xzの形をした弧の容量の総和.
indeg(x) : zxの形をした弧の容量の総和1.
従って, ネットワークの全点についての出次数の総和は入次数の総和に等しい.�

�

�

�

フロー (flow)

各弧 a に対し非負実数 φ(a)を割り当てる関数 φのことであり, 次の 2つの条件を満たさな
ければならない.

(i)各弧 aに対して φ(a) ≤ Ψ(a).
(ii) vと w以外の各点において, 出次数と入次数が等しい.

(例)
握手有向補題により, 図 207において

(入口 v から出る弧のフローの総和) = (出口 wへ入る弧のフローの総和)

= フローの値 = 6 (図 207の場合には最大フローになっている)

v

z

y

x

w

3

2

1

2

 0

1 0

2

4

図 207: 図 206 の各弧に記された容量を超えないように, かつ, v, w を除く各点において入次数と出次数を等しくするよ
うに各弧に数字を振るとこうなる.

�� ��カット (cut) : 有向グラフDの vw-非連結化集合.

カットの容量 : カットの弧の容量の総和.

図 206のグラフにおいて, 最小カット (容量ができるだけ小さいカット) は {xw, xz, yz, vz}, {xw, zw}
であり, その容量は 6である.

1 以前, indeg, outdeg をそれぞれ入次数, 出次数として定義したが, ここでは辺に記された数字による「重み付き」の
入次数, 出次数であることに注意されたい.
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最大フロー最小カット定理

任意のネットワークにおいて, 最大フローの値は最小カットの容量に等しい.

証明は略. 各自教科書の p. 186-187を読んでおいてください.

ここで例として扱った図 206,図 207に関しては,上記の議論から, (最大フロー) = (最小カット) = 6
となっており, この定理が成り立っていることが確かめられる.

12.1 最大フローの逐次構成法

最後に最大フローを具体的に求めるためのアルゴリズムを一つ挙げておく.
ネットワークにおいて入口 vと出口 wを結ぶ道 pを考え, この道を点列 : v, v1, v2, · · · , vk−1, vk, w

で特定する (図 208参照). また, この道を辺で特定する際には辺の向きをも考慮し, ei = (vi−1, vi)

v=v0

v1

v2

v3

e1

e2 e3

v k-1

vk=w

ek

図 208: ネットワークにおける一つの道 p. この道において, e1 は「正順」であり, e2 は逆順である.

のとき, ei は点 vi, vi−1 をこの順に矢印で結ぶ. この場合を道 pにおいて ei は正順であるという.
一方, ei = (vi, vi−1) のときには ei が点 vi−1, vi をこの順に矢印で結ぶことになるが, この場合を
逆順と呼ぶ. 図 208 の例で言えば, e1 が正順, e2 が逆順ということになる.
さて, このとき各辺 ei に対し, 余裕 (residual)と呼ばれる量 (注目する辺に沿って着目する方

向へまだ増やすことのできるフロー) を各辺の容量Ψ(ei), 及び, 現時点でのフロー φ(ei)を用いて
次のように定義する.

g(ei) =

{
Ψ(ei)− φ(ei) (ei が正順)
φ(ei) (ei が逆順)

(245)

次いでこの g(ei)を用いて各道 pに対しての余裕 g(p)を

g(p) = min
1≤i≤k

g(ei) (246)

で定義する. そこで各辺に対して規則 :

φ(ei) ← φ(ei) + g(p) (ei が正順) (247)

φ(ei) ← φ(ei)− g(p) (ei が逆順) (248)

適用することにより, 現時点でのフロー φを g(p)だけ大きな新しいフローに変更することができ
る. つまり, ei が正順であるのであれば, 辺 e1 の容量と現時点でのフローの道 pに関する最小値

g(p)の分だけ各辺のフローを増加することができるし, 逆に, 辺 eiが逆順であれば,　現在の向きの
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フローの最小値 g(p)の分だけ, 各辺のフローの値から差し引くことにより, 所望の向きへのフロー
を増加させることができる.

以上をまとめると次のようになる.�

�

�

�

最大フロー逐次構成アルゴリズム

1.全ての辺 eに対して φ(e) = 0 と置く.
2. vから wへの道 pで正の余裕 g(p) > 0を持つものを探し, なければ終了. あれば次の

3.へ.
3.規則 (247)(248)に従って現在のフロー φを変更し, 2.へ

12.2 最大マッチングへの適用

ここで学んだ最大フローの逐次構成法を用いて, 前出の最大マッチングを求めることができる.
ここではそれを簡単に述べておきたい. 図 209 のようなネットワークを考える. ここで求めるマッ

U V

1
1

8

図 209: U と V の間の最大マッチングを求めるためのネットワーク.

チングは集合 Uと Vの間の最大マッチングである.

つまり, 入口 vと集合 Uに属する点を結ぶ辺の全てに容量 1を, マッチングをとるべき集合 Uと集

合 Vを結ぶ全ての辺に容量∞を, そして最後に集合 Vと出口 wを結ぶ全ての辺に容量 1を割り振
り, このネットワークに対して逐次構成法を適用する. 最終的に得られるマッチングが最大である
こと, 及び, このネットワークで逐次構成法を用いることで所望の最大マッチングが得られる理由
は各自が考えてみること.

�

�

�

�

例題 12.1

図 210のような有向グラフに関して以下の問いに答えよ.

(1)逐次構成法を用いて図 210の入口 v から出口 w へ至るネットワークの最大フローを求

めよ.
(2)図 210のネットワークにおける最小カットを求め, (1)の結果と比較することにより, 最
大フロー最小カット定理が成立しているか否かを確かめよ.
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v
w

20

10

11

7

4

5

13

3

a

b
c

d

図 210: ここで考えるネットワーク.

(答え)

(1)まずは道 p1 として問題文中の図における v → a → d → wを選ぶ. 逐次構成法のアルゴリズ
ムより, 最初のステップでは全ての辺のフローをゼロに設定するので

φ(v, a) = φ(a, d) = φ(d,w) = 0 (249)

とする. このとき, p1上の全ての辺は正順であり

g(v, a) = Ψ(v, a)− φ(v, a) = 20− 0 = 20

g(a, d) = Ψ(a, d)− φ(a, d) = 11− 0 = 11

g(d,w) = Ψ(d, w)− φ(d,w) = 13− 0 = 13

なので, 道 p1の余裕は

g(p1) = min
k=(v,a),(a,d),(d,w)

g(k) = 11 (250)

となる. 従って, 次ステップでの各辺のフローは (249)(250)より

φ(v, a) = 0 + g(p1) = 11

φ(a, d) = 0 + g(p1) = 11

φ(d,w) = 0 + g(p1) = 11

である.

次の道 p2として v→ b→ c→ wを選ぶ. この p2上の全ての辺のフローも初めはゼロに設定

されているべきであるから

φ(v, b) = φ(b, c) = φ(c,w) = 0 (251)

である. これらの辺は全て正順であるので

g(v, b) = Ψ(v, b)− φ(v, b) = 10− 0 = 10

g(b, c) = Ψ(b, c)− φ(b, c) = 7− 0 = 7

g(c,w) = Ψ(c, w)− φ(c,w) = 3− 0 = 3
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となり, 従って道 p2の余裕は

g(p2) = min
k=(v,b),(b,c),(c,w)

g(k) = 3 (252)

である. 従って, 次ステップでの各辺のフローは (251)(252) から

φ(v, b) = 0 + g(p2) = 3

φ(b, c) = 0 + g(p2) = 3

φ(c,w) = 0 + g(p2) = 3

である.

この時点で各辺のフローを見てみると, 辺 (a, d), 及び, (c,w)のフローの値が容量いっぱいに
なっている. 従って, この 2つの辺を含むような道に関しては正の余裕を持たせることはでき
ず, 従って, その容量も増やすことはできない. このことを考慮に入れ, かつ, 入口 vから出口

wに至る道を選ぶとなるとそれは v→ a→ c→ d→ w, 及び, v→ b→ c→ d→ wしかない.
前者を p3, 後者を p4としよう.
まず p3に対して, この時点での各辺のフローは

φ(v, a) = 11

φ(a, c) = 0

φ(c, d) = 0

φ(d,w) = 11

である. (a, c), (c, d)は逆順であることに注意して

g(v, a) = Ψ(v, a)− φ(v, a) = 20− 11 = 9

g(a, c) = φ(a, c) = 0

g(c, d) = φ(c, d) = 0

g(d,w) = Ψ(d, w)− φ(d,w) = 13− 11 = 2

となるので, この道 p3の余裕は

g(p3) = min
k=(v,a),(a,c),(c,d),(d,w)

g(k) = 0

従って, 各辺のフローはこの操作の前後で変わらず

φ(v, a) = 11

φ(a, c) = 0

φ(c, d) = 0

φ(d,w) = 11

である.
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最後に道 p4について. この時点での各辺のフロー値は

φ(v, b) = 3

φ(b, c) = 3

φ(c, d) = 0

φ(d,w) = 11

であり, (c, d)が逆順であることを考慮すると

g(v, b) = Ψ(v, b)− φ(v, b) = 10− 3 = 7

g(b, c) = Ψ(b, c)− φ(b, c) = 7− 3 = 4

g(c, d) = φ(c, d) = 0

g(d,w) = Ψ(d, w)− φ(d,w) = 13− 11 = 2

となる. よって道 p4の余裕は

g(p4) = min
k=(v,b),(b,c),(c,d),(d,w)

g(k) = 0

なので, この操作で各辺のフローは変化せず

φ(v, b) = 3

φ(b, c) = 3

φ(c, d) = 0

φ(d,w) = 11

のままである. 以上をまとめると, 最終的に得られる最大フローの値は 11 + 3 = 14であり, そ
のときの各辺のフローは図 211のようになる.
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図 211: 逐次構成法を適用した結果, 各辺に割り当てられたフローの値. 括弧内は各辺の容量を表す. 太い矢印で記された
カットの容量は最小であり, 11 − 4 + 7 = 14 であり, これはもちろん最大フロー 11 + 3 = 14 と一致する.

(2)図 211 の太い矢印のようなカットを考えると, このカットで v と w は分離し, カット容量は
11− 4 + 7 = 14となり, これは (1)で求めた最大フローの値と一致する. 従って, 確かに最大
フロー最小カット定理を満たしている.
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演習問題 13

図 212のネットワークを考える.

(1)このネットワークのカットを全て列挙し, 最小カットを見つけよ.
(2)最大フローを見つけて, 最大フロー最小カット定理を確認せよ.

a

c

w
v b

4

5

1

6
5

4

2

2

1

図 212: 今回の演習問題で考えるネットワーク.

※注 : 今回のレポートの締め切りは 9月 20日 (水) 9:00-10:30 B31講義室にて行う期末試験の

開始前です. なお, 今回のレポート返却希望者は情報科学研究科棟 8-13までとりに来て頂くことに
なりますので, 面倒だという方は提出レポートのコピーをとってから提出して頂くと良いと思いま
す.

演習問題 13の解答例

(1)与えられたネットワークのカットおよびその容量を列挙し, 最小カットを求めると

{aw,bw,cw} 容量 8 (※ 最小カット)

{cv,bc,cw} 容量 8 (※ 最小カット)

{av,bv,cv} 容量 10

{av,ab,aw} 容量 17

{av,bv,bc,cw} 容量 8 (※ 最小カット)

{aw,bw,bc,cv} 容量 12

{ab,bv,bc,bw} 容量 17

{aw,ab,bv,cv} 容量 19

{av,ab,bw,cw} 容量 21

{av,bv,bc,bw,aw} 容量 12

{aw,ab,bv,bc,cw} 容量 17

{cv,bv,ab,bw,cw} 容量 23

{av,ab,bw,bc,cv} 容量 25
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となる.
(2)逐次構成法により求めてみる. まずは p1 として v → a → w を選ぶと, はじめ全ての辺のフ
ローをゼロにするので

φ(v, a) = φ(a,w) = 0 (253)

となる. このとき, p1上の全ての辺は正順なので, 各辺の容量を Φ(u, v)とすると

g(v, a) = Φ(v, a)− φ(v, a) = 4− 0 = 4 (254)

g(a,w) = Φ(a,w)− φ(a,w) = 2− 0 = 2 (255)

となるので, 道 p1の余裕 g(p1)は

g(p1) = min
k=(v,a),(a,w)

g(k) = 2 (256)

となる. 従って, 各辺のフローは

φ(sfv, a) = 0 + g(p1) = 2 (257)

φ(a,w) = 0 + g(p1) = 2 (258)

と更新される. 同様にして, 道 p2, p3に v→ b→ w, v→ c→ wを選ぶと, p2, p3上の全ての辺

は正順なので, それぞれの道の余裕は g(p1) = 1, g(p2) = 2となり, 各辺のフローは

φ(v, b) = 0 + g(p2) = 1 (259)

φ(b,w) = 0 + g(p2) = 1 (260)

φ(v, c) = 0 + g(p3) = 2 (261)

φ(c,w) = 0 + g(p3) = 2 (262)

となる. この時点で辺 vb, aw, cwのフローは容量いっぱいであり, この 3辺を含む道に関して
はフローの値を増やすことができない. また, 道に辺 awを含められないことから, 辺 baを正

順に遡ることができず, 逆順にしか遡れない. しかし, 辺 baのフローの値はゼロであり, 逆順
に遡ってもやはりフローの値を増やすことはできないので, 辺 baも道に含まないことにする.
そうすると考えられる道は v→ a→ b→ w, v→ c→ b→ wである. それぞれを p4, p5としょ

う. まず, 道 p4に関して, 各辺は正順なので

g(v, a) = Φ(v, a)− φ(v, a) = 4− 2 = 2 (263)

g(a, b) = Φ(a, b)− φ(a, b) = 5− 0 = 5 (264)

g(b,w) = Φ(b,w)− φ(b,w) = 4− 1 = 3 (265)

であり, 道 p4の余裕は

g(p4) = min
k=(v,a),(a,b),(b,w)

g(k) = 2 (266)

である. 従って, 各辺のフローは

φ(v, a) = 2 + g(p4) = 4 (267)

φ(a, b) = 0 + g(p4) = 2 (268)

φ(b,w) = 1 + g(p4) = 3 (269)
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と更新される. 次に道 p5に関しては各辺が正順なので

g(v, c) = Φ(v, c)− φ(v, c) = 5− 2 = 3 (270)

g(c, b) = Φ(c, b)− φ(c, b) = 1− 0 = 1 (271)

g(b,w) = Φ(b,w)− φ(b,w) = 4− 3 = 1 (272)

であり, 道 p5の余裕は

g(p5) = min
k=(v,c),(c,b),(b,w)

g(k) = 1 (273)

となる. 従って, 各辺のフローは

φ(v, c) = 2 + g(p5) = 3 (274)

φ(c, b) = 0 + g(p5) = 1 (275)

φ(b,w) = 3 + g(p5) = 4 (276)

と更新される. 最終的な各辺のフローは図のようになり, 最大フローの値は 4 + 1 + 3 = 8であ
り, (1) の結果と併せると確かに最大フロー最小カット定理を満たしている.
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