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自己紹介
• 2014/03 東大院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了 

• 藤堂研（初日の講義「プログラム開発の技術」の先生） 

• 量子スピン系の局所ベリー位相を経路積分モンテカルロ法で計算するアルゴリズムの
開発 

• 2014/04 - 2022/03 東大物性研・特任研究員 

• 連続空間の経路積分モンテカルロ法 

• 虚時間グリーン関数の安定な解析接続手法の開発 

• ソフトウェア開発・高度化プロジェクト 

• 2022/04 - 現在 東大物性研・技術専門職員 

• ソフトウェア開発・高度化プロジェクト 

• 言語 

• C/C++, Fortran, Python, Julia, shell script
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目次
• 計算物性科学＝物性科学+計算科学 

• 量子格子模型 

• ハバード模型・ハイゼンベルグ模型 

• 計算手法 

• 厳密対角化 

• Lanczos, TPQ 
• 変分法 

• 多変数変分モンテカルロ 

• 既存のソフトウェアを使う 

• 具体例としてHΦ
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計算物性科学
• 計算科学 

• 計算機の力を使って手では到底解けないような大量の計算を実行すること
で科学研究を推し進める 

• 計算機シミュレーション、high-performance computation (HPC) など 

• 実験、理論に続く「第三の科学」 

• 最近は大量のデータに基づくデータ科学を「第四の科学」と位置づける
人もいるらしい 

• 3日めの講義（機械学習・生成モデル・generating flow）
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計算物性科学
• 物性科学・物性物理 

• 「物性＝物の性質」を議論する物理 

• 電気抵抗、比熱、帯磁率、誘電率、（自発）磁化、転移温度、etc... 

• 微視的なアプローチで行うことが多い 

• 原子・イオンとそのまわりの電子から始める 

• 量子力学と統計力学を理論の基盤とする 

• 物質ごとにどういう性質があるのか？ 

• 物質ごとの共通点や相違点はなにか？ 

• それらの性質はどういった機構で発生しているのか？ 

• より興味のある性質（e.g., 高い超伝導転移温度）をもった物質はどうすれば得られ
るか？
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計算物性科学
• 物性科学・物性物理 

• "More is different" 
• 構成要素の数がとても多い（多体問題） 

• 近似 and/or 数値シミュレーションが必要 

• Hartree-Fock、密度汎関数理論、模型計算（ e.g. 対角化）、etc 

• 構成要素の種類がとても多い（see: 周期表） 

• まだ見ぬ物質がいくらでもある 

• 実験の代わりとしての数値シミュレーション 

• すべてを虱潰しに調べるのは無茶（組合せ爆発） 

• 効率的な最適化手法が必要 (e.g. ベイズ最適化)
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ハミルトニアン
• 非相対論的ハミルトニアン（小文字は電子、大文字は原子核） 

• これを解けば電子や原子核の振る舞いがすべてわかる 

• もちろんほとんどすべての物質で解けない（O(1023) 個の要素がある） 

• すこしずつ近似を入れていく
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<latexit sha1_base64="ZYTwfyeiWiOfw7igBqov/pw6v4o=">AAADT3ichZHLbtNAFIaPHS6tuTSFDRIbi6hRJUg0iSggVKQKNnUkUC+kiVS31ng6aab1TWMnUmP5BXgBFqxAYoF4BHawYcuCRR8BsSxSNwhxfIlCqShj2T7zn+8/PuNjB44II0IOFbV07vyFi1PT2qXLV67OlGevbYT+QDLeZr7jy65NQ+4Ij7cjETm8G0hOXdvhHXv/SZrvDLkMhe89jw4CvuXSXU/0BKMRSlb5o+nSqM+oEy8nWvWRXjPDgWsJsycpi82+TWUSN93E9Kjt0O2mJfSaniHGSeSpZUwgQzdNrXo7B2OxuJfkMN9uJrFEZS9JtNo4fac1SY+sVk60kBgXMBb/IPQRlh9jRopZ5Qqpk2zpp4NGEVSgWCt++QOYsAM+MBiACxw8iDB2gEKI1yY0gECA2hbEqEmMRJbnkICG3gFSHAmK6j4+d3G3Wage7tOaYeZm+BUHb4lOHebIV/KOHJHP5D35Rn7+s1ac1Uh7OcC3nXt5YM28uLF+/F+Xi+8I+hPXmT1H0IMHWa8Cew8yJT0Fy/3D0cuj9Ydrc3GVvCHfsf/X5JB8whN4wx/s7Spfe3VGPzaem+KeY038czioxt9jOR1sNOuNe/WF1buVpcfFyKbgJtyCeZzLfViCZViBNjBlXnmmdJSu+kU9Vn+VClRViuA6nFil6d/NmNnk</latexit>
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ハミルトニアン
• 電子を内殻電子と価電子にわける 

• 内殻電子は原子核に強く束縛されており、合わせてイオンをなす 

• 価電子は原子核から離れて移動することができる 

• イオン（原子核）は電子に比べて非常に重いため、電子を考えるときには静止
しているという近似を行う（Born-Oppenheimer 近似） 

• 電子はイオンが作る「一体」ポテンシャルと他の電子からの相互作用を感
じながら飛び回る
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<latexit sha1_base64="+9jm/OWS0AeCZWaFOz9UzPXd+H0=">AAAC9HichVHNShxBEC4nJurExE28BHIZXBRDyNK7GBUxIHrx6E92FXbWoaft3W3t+aGnd0GHeQFfwINejHgQwRfIMRcvOebgI4QcV/BiILWzAyGRmGp6uurr+qq/mnJDKSJNyHWf8aj/8ZOBwSHz6fCz5yO5Fy8rUdBSjJdZIAO16dKIS+HzshZa8s1Qceq5km+4u0vd+402V5EI/I96L+Q1jzZ8UReMaoScXMP2qG4yKuPlxPxg2VHLc4QteV1XrXd2XVEW202XqiQueYntU1fSrZIjzLdWZVI54o1lK9Fo6hoCKTcW8ztJj8e3SkmsENlJEtPJ5UmBpGbdd4qZk4fMVoLcZ7BhGwJg0AIPOPig0ZdAIcJVhSIQCBGrQYyYQk+k9xwSMJHbwiyOGRTRXfw2MKpmqI9xt2aUshm+InErZFowTr6Rc9IhV+SCfCd3/6wVpzW6WvbwdHtcHjojB6/Wb//L8vDU0PzNelCzhjrMploFag9TpNsF6/Hb+4ed9bm18XiCfCI/UP8JuSZfsAO/fcPOVvna0QN6XOybYsyxJv45HFTx77HcdyqlQnG68H51Kr+wmI1sEF7DGEziXGZgAZZhBcr4zlfowB38NNrGsXFqnPVSjb6MMwp/mHH5C16outc=</latexit>
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<latexit sha1_base64="ZIpi3+HjbsW2t6v4UE0ytG0VdD0=">AAACunichVE9TxtBEH0+QuIYEgxpItGcsECkwFpbhEQokSxoIld8xAYJk9PeeQ0r35f21pbMyX8gbYoUVIlEgfILonSh4Q+k4CdElERKk4Lx+SQECDKrvZ15O2/2zY0dujLSjJ1ljJEHow8fZR/nxsafPJ3IT07Vo6CjHFFzAjdQ2zaPhCt9UdNSu2I7VIJ7tiu27Pbq4H6rK1QkA/+97oVi1+N7vmxJh2uCrPxCfV5Z8oX51mxEHc+qmguNluJOLD6UzYZLdZrcqvZjZcWy2u9b+QIrssTM204pdQpIbS3I/0ADTQRw0IEHAR+afBccEa0dlMAQEraLmDBFnkzuBfrIEbdDWYIyOKFt+u5RtJOiPsWDmlHCdugVl7YipolZ9osdswt2yr6x3+zfnbXipMZAS49Oe8gVoTXx8fnm3/+yPDo19q9Y92rWaOF1olWS9jBBBl04Q3734PPF5vLGbDzHvrJz0v+FnbET6sDv/nGO1sXG4T16bOqbUyyoJv05GlTp5lhuO/VysbRUfLm+WKispCPLYhozmKe5vEIF77CGGr3zCd/xEyfGG8M2pNEephqZlPMM18zQl1X4oyQ=</latexit>
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ハミルトニアン
• だいぶマシになったがまだ難しい 

• 密度汎関数理論 

• ギリギリまで近似やパラメータを導入せずに頑張る 

• 詳しくは3日目の是常先生の講義・演習へ 

• 模型計算 

• 現実を抽象・簡略化した「模型」を扱う 

• e.g., Hubbard model, Heisenberg model, Ising model 
• 本質を突いた模型を作ること自体が理論物理の偉大な仕事 

• 簡略化したとはいえ実際には計算機の力が必要なことが多い 

• この講義・演習の主題！
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<latexit sha1_base64="+9jm/OWS0AeCZWaFOz9UzPXd+H0=">AAAC9HichVHNShxBEC4nJurExE28BHIZXBRDyNK7GBUxIHrx6E92FXbWoaft3W3t+aGnd0GHeQFfwINejHgQwRfIMRcvOebgI4QcV/BiILWzAyGRmGp6uurr+qq/mnJDKSJNyHWf8aj/8ZOBwSHz6fCz5yO5Fy8rUdBSjJdZIAO16dKIS+HzshZa8s1Qceq5km+4u0vd+402V5EI/I96L+Q1jzZ8UReMaoScXMP2qG4yKuPlxPxg2VHLc4QteV1XrXd2XVEW202XqiQueYntU1fSrZIjzLdWZVI54o1lK9Fo6hoCKTcW8ztJj8e3SkmsENlJEtPJ5UmBpGbdd4qZk4fMVoLcZ7BhGwJg0AIPOPig0ZdAIcJVhSIQCBGrQYyYQk+k9xwSMJHbwiyOGRTRXfw2MKpmqI9xt2aUshm+InErZFowTr6Rc9IhV+SCfCd3/6wVpzW6WvbwdHtcHjojB6/Wb//L8vDU0PzNelCzhjrMploFag9TpNsF6/Hb+4ed9bm18XiCfCI/UP8JuSZfsAO/fcPOVvna0QN6XOybYsyxJv45HFTx77HcdyqlQnG68H51Kr+wmI1sEF7DGEziXGZgAZZhBcr4zlfowB38NNrGsXFqnPVSjb6MMwp/mHH5C16outc=</latexit>
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ハバード模型
• 整然と並んだ原子核のまわりに「軌道」があり、電子は軌道間を飛び移る 

• 同一原子核だけでなく近くの原子核の軌道とも飛び移れる 

• 大雑把には1s 軌道とか 2p 軌道とかを思い出してください 

• それぞれの軌道・スピンに関する生成消滅演算子を用いて、第二量子化のハミ
ルトニアンは 

• t は飛び移りやすさを示すパラメータ（ホッピングパラメータ）で、Uは同一軌
道にある2電子にはたらく（主にクーロン）相互作用 

• 拡張として別軌道上の2電子に働く相互作用 V を入れることもある
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<latexit sha1_base64="fCd9Xbadyb3d91u2Ejxw06+plK0=">AAADMHichVE5b9RAFH42Rw6OLKRBorFYBSEBZjYCEhCRImhS5mCTSDuLNZ6d9c7Gl8bjDcHyH+APUFABokB0tJQ0/AEkUiFKoAwSDQXPB4ogIjzLnu998753+LmxLxNNyK5hHjl67PjY+MTkiZOnTk81zpxdT6JUcdHmkR+pTZclwpehaGupfbEZK8EC1xcb7ta94n5jJFQio/C+3olFN2BeKPuSM42U03hBA6YHnPnZUm4tWDRJAyeTd4Z5hWgivYAt0DRmSkXbV2gv2g5LmFvUF33duaoxfphb/AHtMc8TCt1KhZyTDX/jyxbV4qHOBja3c6qkN9BdJNtlHWmFhayukpfOfiWn0SQ2Kc06CFo1aEJty1HjLVDoQQQcUghAQAgasQ8MEnw60AICMXJdyJBTiGR5LyCHSdSmGCUwgiG7hV8PvU7NhugXOZNSzbGKj69CpQUz5AN5RfbIe/KafCE//5krK3MUvezg6VZaETtTj8+t/fivKsBTw2BfdWjPGvowX/Yqsfe4ZIopeKUfPXqyt3Z7dSa7SJ6Tb9j/M7JL3uEE4eg7f7kiVp8e0o+LczP0BebEP4eLav29loNgfdZu3bRvrFxvLt6tVzYO5+ECXMK9zMEiLMEytIEbE8Y1Y964Zb4xP5qfzM9VqGnUmmn4w8yvvwA74tMn</latexit>
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ハイゼンベルグ模型
• ハバード模型で次の条件を考える 

• 軌道の数と電子の数が等しい（ハーフフィリング） 

• オンサイトクーロンU がt に比べてとても大きい（無限大ではない） 

• この時、電子はお互いに違う軌道にいたほうがエネルギー的に安定になる
（電子が動かないので絶縁体になる） 

• t によるホッピングを摂動として取り入れると、互いにスピンが反対を向いた
ほうがエネルギーが下がる（反強磁性） 

• 次ページ
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ハイゼンベルグ模型
• 中間状態ではオン
サイトクーロンU 
を感じる（分母） 

• 二次摂動で2回
ホッピングするの
でt2（分子） 

• 経路が2つあるの
で係数に2がつく 

• 電子の反交換関係
から符号反転
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<latexit sha1_base64="MrBcL+VEqFCiq3h5pJIYrm3FzsY=">AAACq3ichVE9SwNBEH05vz8TtREECQbFxrARv7ASbQQbkxgTNCHcXTbxyOXuuNtENNhZ+QcsrBQs1FI7Sxv/gIU/QSwVbCyc3B2IBuMsezvzdt7smxvF0jVHMPYckNraOzq7unt6+/oHBoOhoeFtx6zaKk+ppm7aGUV2uK4ZPCU0ofOMZXO5oug8rZTXGvfpGrcdzTS2xIHFcxW5ZGhFTZUFQfnQeHaDi3q2asm2be4feVHB3De8OB+KsChzLdzsxHwnAt82zdA9sijAhIoqKuAwIMjXIcOhtYsYGCzCcqgTZpOnufccR+glbpWyOGXIhJbpW6Jo10cNihs1HZet0is6bZuYYUyyJ3bF3tgju2Ev7PPPWnW3RkPLAZ2Kx+VWPngymvz4l1WhU2Dvm9VSs0ARS65WjbRbLtLoQvX4tcPTt+RyYrI+xS7YK+k/Z8/sgTowau/qZZwnzlroUahvmWJONenP0aBiv8fS7GzPRmML0fn4XGRl1R9ZN8YwgWmayyJWsI5NpOidY1zjFnfSjJSUdqSslyoFfM4IfpjEvwB2Up9F</latexit>

|"i |#i

<latexit sha1_base64="MrBcL+VEqFCiq3h5pJIYrm3FzsY=">AAACq3ichVE9SwNBEH05vz8TtREECQbFxrARv7ASbQQbkxgTNCHcXTbxyOXuuNtENNhZ+QcsrBQs1FI7Sxv/gIU/QSwVbCyc3B2IBuMsezvzdt7smxvF0jVHMPYckNraOzq7unt6+/oHBoOhoeFtx6zaKk+ppm7aGUV2uK4ZPCU0ofOMZXO5oug8rZTXGvfpGrcdzTS2xIHFcxW5ZGhFTZUFQfnQeHaDi3q2asm2be4feVHB3De8OB+KsChzLdzsxHwnAt82zdA9sijAhIoqKuAwIMjXIcOhtYsYGCzCcqgTZpOnufccR+glbpWyOGXIhJbpW6Jo10cNihs1HZet0is6bZuYYUyyJ3bF3tgju2Ev7PPPWnW3RkPLAZ2Kx+VWPngymvz4l1WhU2Dvm9VSs0ARS65WjbRbLtLoQvX4tcPTt+RyYrI+xS7YK+k/Z8/sgTowau/qZZwnzlroUahvmWJONenP0aBiv8fS7GzPRmML0fn4XGRl1R9ZN8YwgWmayyJWsI5NpOidY1zjFnfSjJSUdqSslyoFfM4IfpjEvwB2Up9F</latexit>

|"i |#i
<latexit sha1_base64="SXeeLlv4Bpj6fLwRWk2zCIP+x5c=">AAACq3ichVE9SwNBEH05vz8TtREECQbFxrARv7ASbQQbkxgTNCHcXTbxyOXuuNtENNhZ+QcsrBQs1FI7Sxv/gIU/QSwVbCyc3B2IBuMsezvzdt7smxvF0jVHMPYckNraOzq7unt6+/oHBoOhoeFtx6zaKk+ppm7aGUV2uK4ZPCU0ofOMZXO5oug8rZTXGvfpGrcdzTS2xIHFcxW5ZGhFTZUFQfnQeHaDi3q2YO4bsm2b+0deXLW8KB+KsChzLdzsxHwnAt82zdA9sijAhIoqKuAwIMjXIcOhtYsYGCzCcqgTZpOnufccR+glbpWyOGXIhJbpW6Jo10cNihs1HZet0is6bZuYYUyyJ3bF3tgju2Ev7PPPWnW3RkPLAZ2Kx+VWPngymvz4l1WhU2Dvm9VSs0ARS65WjbRbLtLoQvX4tcPTt+RyYrI+xS7YK+k/Z8/sgTowau/qZZwnzlroUahvmWJONenP0aBiv8fS7GzPRmML0fn4XGRl1R9ZN8YwgWmayyJWsI5NpOidY1zjFnfSjJSUdqSslyoFfM4IfpjEvwB2FJ9F</latexit>

|#i |"i

<latexit sha1_base64="db/JssbkiUD8CjVhlqixLzTeKvU=">AAACrHichVE9S8NQFD2N3/Wr6iI4KJaKU7kVv3ASXQQX+6WFtpQkvmowTULyWtHS0cU/4OCk4CCuOjm6+Acc/AniqODi4G0aEBX1huSdd949952bqzmm4Umix5DS1t7R2dXdE+7t6x8YjAwNb3p21dVFVrdN281pqidMwxJZaUhT5BxXqBXNFFva3mrzfKsmXM+wrYw8cESxou5YRtnQVclUKTJeWBeyXqg6quva+4Vte9/yUc PnqVGKRClOfkz8BIkARBHEhh25RQHbsKGjigoELEjGJlR4/OSRAMFhrog6cy4jwz8XaCDM2ipnCc5Qmd3j7w7v8gFr8b5Z0/PVOt9i8uuycgIxeqBLeqF7uqInev+1Vt2v0fRywKvW0gqnNHg8mn77V1XhVWL3U/WnZ4kyFn2vBnt3fKbZhd7S1w5PXtJLqVh9is7pmf2f0SPdcQdW7VW/SIrU6R9+NO5b5b3gmvzneFCJ72P5CTZn4on5+FxyNrq8EoysG2OYxDTPZQHLWMMGsnzPEa5wjRslrmSUvFJspSqhQDOCL6GUPwAQ2p9/</latexit>

|"#i |0i
<latexit sha1_base64="nl3H4n6iyInVG9zPEfB0DCjaYqw=">AAACrHichVE9S8NgEH4av+tX1UVwUCwVp3IVv3ASXQQX+6WFtpQkvtVgmoTkbUVLRxf/gIOTgoO46uTo4h9w8CeIo4KLg9c0ICrqheSee9577r3LaY5peJLoMaS0tXd0dnX3hHv7+gcGI0PDm55ddXWR1W3TdnOa6gnTsERWGtIUOccVakUzxZa2t9o836oJ1zNsKyMPHFGsqDuWUTZ0VTJViowX1oWsU8N3haqjuq69X9i29y0fNUqRKMXJt4mfIBGAKALbsCO3KGAbNnRUUYGABcnYhAqPnzwSIDjMFVFnzmVk+OcCDYRZW+UswRkqs3v83eEoH7AWx82anq/W+RaTX5eVE4jRA13SC93TFT3R+6+16n6NZi8H7LWWVjilwePR9Nu/qgp7id1P1Z89S5Sx6PdqcO+OzzSn0Fv62uHJS3opFatP0Tk9c/9n9Eh3PIFVe9UvkiJ1+kc/Gs+tciy4Jv85XlTi+1p+gs2ZeGI+PpecjS6vBCvrxhgmMc17WcAy1rCBLN9zhCtc40aJKxklrxRbqUoo0IzgiynlDwmln38=</latexit>

|0i |"#i

<latexit sha1_base64="aD2gn3EoYGex2XisSp3iAsXUTNw=">AAACnHichVFLSwJRFD5OL7OHU22CICQx2iRX6UUrqRZBBD4aFbRkZrra4LyYuQo2+Af6Ay1cFbmIfkLLNv2BFv6EaGnQpkXHcSBKsjPcued893znfuceyVQVmxHS8XEjo2PjE/7JwNT0zGyQn5vP2kbNkqkgG6ph5SXRpqqiU4EpTKV506KiJqk0J1X3e+e5OrVsxdBPWMOkp5pY0ZWyIosMoRIfXC+WLVF24uws3nSEZokPkyhxLTToxDwnDJ4lDf4RinAOBshQAw0o6MDQV0EEG78CxICAidgpOIhZ6CnuOYUmBJBbwyyKGSKiVfxXMCp4qI5xr6btsmW8RcVlITMEEfJC7kmXPJMH8ko+/6zluDV6Whq4S30uNUvBq8XMx78sDXcGF9+soZoZlGHH1aqgdtNFel3IfX798rqb2U1HnFVyS95Q/w3pkCfsQK+/y+0UTbeG6JGwbxFjijXx5XBQsd9jGXSy8WhsK7qZ2ggn9ryR+WEJVmAN57INCTiEJAju7FpwB21umTvgjrjjfirn8zgL8MO47Bejape0</latexit>

�2t2

U

<latexit sha1_base64="DkvG4Ds+uQqhRBU5e2De3PeGvVo=">AAACmXichVHNSsNAEP4a/+pvq14EL2KpeCrb4h+eql6KJ7WmLaiVJG5raJqEZFuooS/gCyh4UvAgPoJHL76Ahz6CeKzgxYPTNCAq1lk2O/PtfLPfZFTb0F3BWCsk9fUPDA6Fh0dGx8YnItHJqZxr1RyNy5plWE5BVVxu6CaXhS4MXrAdrlRVg+fVylbnPl/njqtb5r5o2PyoqpRNvaRriiCoeFhyFM1LiWKq6cnN42iMJZhvc7+dZODEENiOFX3AIU5gQUMNVXCYEOQbUODSOkASDDZhR/AIc8jT/XuOJkaIW6MsThkKoRX6lik6CFCT4k5N12dr9IpB2yHmHOLsmd2xNnti9+yFffxZy/NrdLQ06FS7XG4fR85nsu//sqp0Cpx+sXpqFihhzdeqk3bbRzpdaF1+/eyinV3fi3sL7Ia9kv5r1mKP1IFZf9Nud/neVQ89KvWtUMypJv05GlTy51h+O7lUIrmSWN5diqU3g5GFMYt5LNJcVpFGBjuQ6R0Hl7jGjTQrbUgZabubKoUCzjS+mZT9BI6ql0w=</latexit>

2t2

U



ハイゼンベルグ模型
• 他の状態もまとめると二次摂動のハミルトニアンは次の通り 

• 反強磁性ハイゼンベルグ模型                                  が導かれた
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<latexit sha1_base64="HL7CuGdD/r4NcOEpjUOc+6+Jsxk=">AAADWHichVFLTxRBEK7ZQYHxwYoXEy4TN2xMDEvPZn3ExITIhSOwLktC49rT27t0mFdmejfiZP6Af4ADJ0k4GH8CRy4knj3gPzAeMfHiwZrHriIRa1LTVV/XV/PVlB04MlKEnGklfeLa9cmpaePGzVu3Z8p3ZjcifxBy0eK+44ebNouEIz3RUlI5YjMIBXNtR7Tt3eX0vj0UYSR976XaC8S2y/qe7EnOFEKd8ifqMrXDmROvJOZDk/ZCxmP1qp7ErcSoPjcLpDGCqC360osDZIXyTWJYiw2zapKxU2qkwUKOW4v1P9E8XRhxCnTkCBtUeN1x87QAJRgXJZh0KHjcTDoW5V1fjdO60SlXSI1kZl4OrCKoQGGrfvkYKHTBBw4DcEGABwpjBxhE+GyBBQQCxLYhRizESGb3AhIwkDvAKoEVDNFdfPcx2ypQD/O0Z5SxOX7FQQ+RacI8+Uw+kHNySj6Sr+TnP3vFWY9Uyx6eds4VQWfm3b3mj/+yXDwV7PxmXalZQQ+eZlolag8yJJ2C5/zh2/3z5rP1+bhKDsk31P+enJETnMAbfudHa2L94Ao9Ns7NMBfYE/8cLsr6ey2Xg416zXpce7TWqCy9KFY2BXNwHx7gXp7AEqzAKrSAa5bW1l5rrPRFB31Sn85LS1rBuQsXTJ/9BYKPyv8=</latexit>

H+
t2

U
=

4t2

U

0

BB@

1/4 0 0 0
0 �1/4 1/2 0
0 1/2 �1/4 0
0 0 0 1/4

1

CCA

=
4t2

U
~S1 ·

~S2

<latexit sha1_base64="BN00aGXDOo+/Udx0wRwvrhSdc4A=">AAACuXichVFNSxxBEH07xkTXGDfmIngZshhyCEuv5EOUgJjL4mk/XBVcGXra1u11vpjpXdBh/4BHLx48GfAg/gEhJ80lfyAHf4J4NJBLDqmdHQmJRKvp6arX9apfTdmBoyLN2GXGGHg0+PjJ0HB25Onos7Hc8/HlyG+HQtaF7/jhqs0j6ShP1rXSjlwNQsld25Er9van3v1KR4aR8r0lvRPIdZdveWpTCa4JsnJvGi7XTcGduNS1YtXqmh/NRbPRkSKudS3VEBu+vo1aVi7PCiwx865TTJ08Uiv7uS9oYAM+BNpwIeFBk++AI6K1hiIYAsLWERMWkqeSe4kussRtU5akDE7oNn23KFpLUY/iXs0oYQt6xaEdEtPEFPvOTtgN+8ZO2RX79d9acVKjp2WHTrvPlYE1tjdR+/kgy6VTo/mHda9mjU3MJFoVaQ8SpNeF6PM7uwc3tdnqVPyKfWbXpP+IXbKv1IHX+SGOK7J6eI8em/rmFEuqSX+OBlX8dyx3neXpQvF94V3lbX5+IR3ZECbxEq9pLh8wjxLKqNM7+zjDOS6MOYMbTaPVTzUyKecF/jIj+g2EkaQe</latexit>

Hij = J ~Si ·
~Sj



計算したいこと
• 物性物理での興味のひとつは、これらのモデルが極低温でどうなっているか 

• 温度を下げると熱ゆらぎが減って様々な秩序が現れる 

• e.g.) 常磁性・強磁性の有限温度相転移 

• 極低温では量子ゆらぎが効いてきてさらに様々な状態が現れる 

• e.g.) 超流動や超伝導 

• 基底状態および低エネルギー励起状態を求めたい 

• 圧力や組成を変えると、有効模型のパラメータが変わり、それを反映して
基底状態の性質が変わる（量子相転移） 

• （もちろん、有限温度での性質も興味がある）
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基底状態計算の数値手法
• 厳密対角化 

• 固有値問題 HΨ = EΨを解けば基底状態が得られるので、対角化する 

• 文字通り「厳密」な基底状態・低励起状態が得られる 

• ハミルトニアンは疎行列なので行列ベクトル積を駆使して計算量を減らす 

• 有限温度や実時間発展なども計算可能 

• 扱える格子の大きさに強烈な制限がかかる 

• ヒルベルト空間の次元が格子サイズの指数関数で増えるため

15

今日は厳密対角化を主に扱います



基底状態計算の数値手法
• 変分法 

• 変分原理「任意の波動関数に対するエネルギーの期待値は基底エネルギー以
上になる」に基づく手法 

• 波動関数を調整してエネルギーを最小化する最適化問題に帰着させる 

• 如何に表現力のよい波動関数をつくるか、如何にそれを最適化するか、
が問題になる 

• スレーター行列式、パフィアン、テンソルネットワーク、（ディープ）
ニューラルネットワーク、（制限）ボルツマンマシン、ガウス過程、
etc 

• 勾配法（自動微分）や虚時間発展など 

• 期待値をモンテカルロ法で計算する場合、変分モンテカルロと呼ばれる
16

<latexit sha1_base64="7g1FgAJEzIeJu6PYUalAiQQv9qo=">AAAC0nichVG/SxxREP7c/DJq4iVpAmmWHEqqY06SKIGAKAeW549TwZXj7cu783H7i913B7peEdJJ+hRWChbBPyFlmrQpUpj8BcFSwSZFZvcWQpSYWXbfzDfzzftmx408nRiikyHrxs1bt+8M3x0ZHbt3f7z04OFqEnZjqRoy9MJ43RWJ8nSgGkYbT61HsRK+66k1tzOf5dd6Kk50GKyY7Uht+qId6JaWwjDULNVq9mvbacVCps5cLDrKpE490buOL8yWFF660N/NgH7/Uj7HbKet7FqTmqUyVSg3+6pTLZwyCquHpU9w8AYhJLrwoRDAsO9BIOFnA1UQIsY2kTIWs6fzvEIfI8ztcpXiCsFoh79tjjYKNOA465nkbMm3ePzGzLQxQd/oI53RFzqmn/Trn73SvEemZZtPd8BVUXN87/HyxX9ZPp8GW39Y12o2aGEm16pZe5Qj2RRywO/tfDhbfrU0kU7SIZ2y/gM6oc88QdA7l0eLamn/Gj0uzy04VtyT/xwvqnp5LVed1alK9WXlxeLz8uxcsbJhPMFTPOO9TGMWC6ijwfcc4yu+44e1Yu1Yb613g1JrqOA8wl9mvf8NjFaueg==</latexit>

E =
h |H | i

h | i
� E0



基底状態計算の数値手法
• 経路積分モンテカルロ法 

• d 次元量子模型の分配関数 Z = Tr exp(-βH) を経路積分展開して d+1次元古
典模型にmapping し、経路（世界線）をマルコフ連鎖モンテカルロ法で重
み付きサンプリングする 

• 空間次元によらず、大規模系の有限温度計算が統計誤差の範囲内で可能 

• β無限大極限を取れば基底状態へとたどり着く 

• フラストレート系やフェルミオン系では世界線の重みが負になってしまう 

• 負符号問題
<latexit sha1_base64="eDN98fjvVj/Y3hOKoBcljgt/sZU=">AAADinichVG9btRAEB7H/IQjkAMaJBrDKVEikdM64h+dFAWKlPm7JCJOrPXe3t3K9tpa70Ucjh8ASigoqECiQDwCJQ0vQJFHQJRBogGJsc+CCyFhLXtnvpnvmxmPFwci0YTsGSPmiZOnTo+eqZwdO3d+vHrh4loS9RTjTRYFkdrwaMIDIXlTCx3wjVhxGnoBX/f8B3l8fYerRERyVfdjvhXSjhRtwahGyK3+fGRNNiwnpLqrwnRVZZbDH8dTM47HNR3gjAbpQjZtOU4lT016oZvKBsm2U0fItu4jpa0oS+0slVezg1oBb+t/iDlKdLp6elsOi8pSZ5j0O7HULoo7cVe49nXLaUU6sQpPYixWUctN/Yad5brzivpcD3L93aHauwWU+jN2lrnVGqmT4liHDbs0alCexaj6ARxoQQQMehACBwka7QAoJPhsgg0EYsS2IEVMoSWKOIcMKsjtYRbHDIqoj98OepslKtHPNZOCzbBKgK9CpgUT5DN5R/bJJ/KefCE/jtRKC428lz7e3oDLY3f82eWV7/9lhXhr6P5hHduzhjbcKXoV2HtcIPkUbMDfefJyf+Xe8kQ6Sd6Qr9j/a7JHPuIEcucbe7vEl18d04+Hc1P0OWrin8NF2X+v5bCxNlu3b9VvLt2ozc2XKxuFK3ANpnAvt2EOFmARmsAMZjw1nhsvzDFz1rxr3h+kjhgl5xIcOObDX4997xA=</latexit>

Z = Tr exp(��H)

=
1X

n=0

1

n!
Tr (��H)n

=
X

n

(��)n

n!

X

�1,...�n

nY

k=1

h�k |H |�k�1i

<latexit sha1_base64="PR7AUg2+nnpG6R2g9vK0iehUd4I=">AAACqHichVE7SwNBEP48X/EdtRFsgkERizARXwiCaCPYxEeMYiTcnasuudwdd5uAhhS2/gELKwURsdHa0sY/YOFPEEsFGwsnlwNRUWfZ25lv55v95sZwLekrosc6rb6hsak50tLa1t7R2RXt7lnznaJnirTpWI63bui+sKQt0koqS6y7ntALhiUyRn6+ep8pCc+Xjr2q9l2xVdB3bbkjTV0xlIv2ZxeFKmfdPZmjSmwm9hnalVw0TgkKLPbTSYZOHKGlnOgtstiGAxNFFCBgQ7FvQYfPaxNJEFzGtlBmzGNPBvcCFbQyt8hZgjN0RvP83eVoM0Rtjqs1/YBt8isWb4+ZMQzSA13SC93TFT3R+6+1ykGNqpZ9Po0aV7i5rqO+lbd/WQU+FfY+WX9qVtjBVKBVsnY3QKpdmDV+6eD4ZWV6ebA8RGf0zPpP6ZHuuAO79GqeL4nlkz/0GNy3zrHgmvzneFDJ72P56ayNJpITifGlsfjsXDiyCPoxgGGeyyRmsYAU0vzOIS5wjRttREtpGW2jlqrVhZxefDHN+AA5KJyP</latexit>

|�0i = |�ni



厳密対角化法
• ハミルトニアンの固有値問題を解けば基底状態が得られる 

• 有限温度の計算も可能（カノニカル平均をとる） 

• 全対角化は行列サイズN に対して計算量 O(N3) 

• N （ヒルベルト空間の大きさ）はサイト数に対して指数関数的に増大！ 

• e.g. S=1/2 スピン系は1スピンあたり2状態なので2のスピン数乗
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厳密対角化法
• ハミルトニアンを行列としてみるとゼロ成分がかなり多い（疎行列） 

• ヒルベルト空間の大きさのたかだか定数倍 

• S=1/2 反強磁性ハイゼンベルグ模型 on 1D ring with L=12 sites 

• ハミルトニアン行列は 4096x4096 = 16,777,216 

• 非ゼロ要素の数はそのうち26,824 

• およそ0.16% しかない 

• 行列ベクトル積にかかる時間も 0.16%

19



厳密対角化法：べき乗法
• 基底状態を得る最も単純な方法 

• 固有状態は完全系をなすので、任意の状態ベクトルを展開できる 

• これにハミルトニアンを複数回かけると 

• |En-C/E0-C| が1未満の成分はどんどん小さくなっていく 

• C が十分大きければすべてのn>0 でこれを満たすので基底状態を得られる 

• 行列ベクトル積しか使わないので大規模疎行列で利用可能
20

<latexit sha1_base64="WqNA0Ux2mspNy3KIbbybdBMn2cs=">AAACt3ichVHPS9xQEP6Mtlq1ddWL4CW4KKWHZbbUnyCIXgQv649VwZWQpG/dh8lLTN4uaNh/wFNvPfSk4KH07sWDQi/9Bzz4J4hHBS89dDYbKK3UTkjezDfzzfsm44SejDXRTYfR2fXiZXfPq96+/tdvBnKDQ5txUI9cUXYDL4i2HTsWnlSirKX2xHYYCdt3PLHl7C+18lsNEcUyUBv6MBS7vr2nZFW6tmbIyr2rrAidVEqxtKhpzpuVuO5biZrnwLaU2c6GNWmpppXLU4FSM586xczJI7NSkLtABR8RwEUdPgQUNPsebMT87KAIQsjYLhLGIvZkmhdoope5da4SXGEzus/fPY52MlRx3OoZp2yXb/H4jZhpYpyu6Svd0w/6Rrf085+9krRHS8shn06bK0Jr4Hhk/fG/LJ9Pjdpv1rOaNaqYSbVK1h6mSGsKt81vHH2+X59bG08m6JTuWP8J3dB3nkA1HtyzVbH25Rk9Ds9tcyy4J/85XlTx77U8dTbfF4pThcnVD/mFxWxlPRjFGN7yXqaxgGWUUOZ7PuEcl7gyZg3LqBq1dqnRkXGG8YcZB78AbmCiYQ==</latexit>

| 0i =
X

n=0

an |�ni

<latexit sha1_base64="Q4vEJXeX1P++zbHAmn6dVLzgBF8=">AAADknichZHPa9RAFMdfmqrt+qNb7UHwElxa6qHLW2lVCoXWRSjoYdu6baGpYTKd3R2STEIyu1BD/oHePAn2pOBB/BM8evEf8NA/QTxW8OLBt9lgqdsfE5J58+b7efnOPDfyZaIRj4wRc/TK1Wtj46XrN27emihP3t5Mwm7MRZOHfhhvuywRvlSiqaX2xXYUCxa4vthyvXp/f6sn4kSG6qXej8RuwNpKtiRnmlLOpDFqPxc6tRuJdLzMWrJsX7T0rB0w3eHMT1fn6pkdy3ZHP3jlnUgxK82QNukGTqqWMLOYo4bQbK7+D7UGbNSRjsos2z4Xf+aoy7BCh6d0Z1ppxYynecUszYHs7MpOuYJVzIc1HNSKoALFaITlL2DDHoTAoQsBCFCgKfaBQULPDtQAIaLcLqSUiymS+b6ADErEdkklSMEo69G3TaudIqto3a+Z5DSnv/j0xkRaMI3f8RMe4zf8jD/wz7m10rxG38s+ze6AFZEzcXB34/elVECzhs4JdaFnDS14knuV5D3KM/1T8AHfe/32eGNxfTqdwQ/4k/y/xyP8SidQvV/845pYP7zAj0vnZrQWVJNujhpV+78tw8Hmw2rtUXVhbb6y/LRo2Rjcg/swS315DMuwCg1oAjc8443xzjg0p8xFc8WsD6QjRsHcgVPDfPEXEUXtRw==</latexit>

| ki = (H� C)k | 0i =
X

n=0

an (H� C)k |�ni

=
X

n=0

an (En � C)k |�ni

= (E0 � C)k
X

n=0

an

✓
En � C

E0 � C

◆k

|�ni

<latexit sha1_base64="y/7fCqUQPXgFLMqMQoD/XAPgnRI=">AAAConichVHLSsNQED3GV62vqgiCm2JVXJWJ+MKVKAVx1VqrgpWQxKsG0yQkt4Va/AF/wIUrBRfaT3Dpxh9w4SeISwU3LpymAVFRJyQzc+6cuWcyhmdbgSR6bFFa29o7OmNd8e6e3r7+xMDgZuCWfVMUTNd2/W1DD4RtOaIgLWmLbc8XesmwxZZxtNI436oIP7BcZ0NWPbFb0g8ca98ydcmQlhjOaJQs2iKZ0dTQF/dcGWiJFKUptOTPQI2CFCLLuolbFLEHFybKKEHAgeTYho6Anx2oIHiM7aLGmM+RFZ4LnCDO3DJXCa7QGT3i7wFnOxHqcN7oGYRsk2+x+fWZmcQEPdA1vdA91emJ3n/tVQt7NLRU2RtNrvC0/tOR/Nu/rBJ7icNP1p+aJfaxEGq1WLsXIo0pzCa/cnz2kl9cn6hN0iU9s/4LeqQ7nsCpvJpXObF+/oceg+fWORfck/8cL0r9vpafweZ0Wp1Lz+ZmUkvL0cpiGMUYpngv81jCKrIo8D01XOAGdWVcWVNySr5ZqrREnCF8MaX4AbYSmOk=</latexit>

E0  E1  . . .

<latexit sha1_base64="NV5KXJ5AEH+USaZsRTxSzcS7tsc=">AAACtnichVFLSyNBEP4yq2t87BrXi+AlbFD0Ejrii4UFUQTBS3xEBaNDz9gmjfNiphOIQ/6AF48ePCl4EM+eBD142T/gwZ8gHhX2sgcrkwFf6FbT01Vf11f91ZThWTJQjN0mtC8trV/bku0dnV3fvnenen6sBG7FN0XBdC3XXzN4ICzpiIKSyhJrni+4bVhi1diZadyvVoUfSNdZVjVPbNi85MhtaXJFkJ4aLtpclU1uhXP14rxQYdErS92pp3+nZ3XnJaKnMizLIku/d3Kxk0FseTd1gSK24MJEBTYEHCjyLXAEtNaRA4NH2AZCwnzyZHQvUEcHcSuUJSiDE7pD3xJF6zHqUNyoGURsk16xaPvETGOA3bBT9sD+sDN2x/59WCuMajS01Og0mlzh6d17fUt//8uy6VQoP7M+1aywjclIqyTtXoQ0ujCb/OruwcPSr8WBcJAds3vSf8Ru2TV14FQfzZMFsXj4iR6D+uYUC6pJf44GlXs7lvfOykg2N54dWxjNTE3HI0uiHz8xRHOZwBTmkEeB3tnHOS5xpU1qm5rQSs1ULRFzevHKNO8JfUGi4Q==</latexit>

H |�ni = En |�ni



厳密対角化法：Lanczos法
• べき乗法の問題点 

• エネルギーギャップが小さい = |En-C/E0-C| が1に近いと収束が悪くなる 

• k 回かけた最終結果|Ψk>しか使わない（無駄が大きい） 

• べき乗法よりも洗練された手法が多数存在する 

• そのうち一つがLanczos 法 

• べき乗法と同様に行列ベクトル積を用いるので大規模疎行列に強い 

• べき乗法よりはるかに収束が早い（指数関数的に収束するとのこと）
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厳密対角化法：Lanczos法

• 三重対角行列 Hm の固有値はハミルトニアンH の固有値の良い近似値

22

<latexit sha1_base64="iDAiX2EWQiz+KQdp7nSN+sji2QA=">AAACzXichVFLT9RQFP6oDx4+GHVD4qZhgnHD5NaIGlcT2ZCwkNcACSXNbT0DHW4fae8MwVK2JPwBFqw00cT4E1y6ccEWEn6CcYmJGxeedpoYJeJp2nvOd8537nd63Fj5qRbibMC4cvXa9cGh4ZEbN2/dHq3dubucRt3Eo5YXqShZdWVKyg+ppX2taDVOSAauohV3a7rIr/QoSf0oXNI7Ma0HciP0274nNUNOrWnPks62nU5u2oraWiZJtG3agdSbnlTZTF7me0V+0rRd0tLpVFDWmbTy3KnVRUOUZl50rMqpo7K5qPYJNl4hgocuAhBCaPYVJFJ+1mBBIGZsHRljCXt+mSfkGGFul6uIKySjW/zd4GitQkOOi55pyfb4FsVvwkwTE+JEfBDn4ov4KL6Kn//slZU9Ci07fLp9LsXO6MHY4o//sgI+NTZ/sy7VrNHGs1Krz9rjEimm8Pr83uvD88XnCxPZA/FWfGP9b8SZ+MwThL3v3rt5Wji6RI/Lc0uOiXvyn+NFWX+v5aKz/KhhPWlMzT+uN19UKxvCfYzjIe/lKZqYwRxafM97HOMEp8ZLo2vsGnv9UmOg4tzDH2bs/wKrQKyQ</latexit>

|wji  H |vji � �j |vj�1i
<latexit sha1_base64="vbs3jAge7dLhHSJzZUiD7l6Elm0=">AAACsXichVG7TuNAFD2YBcIzARqkbSICiCqa8BYVgoaSV3iIIDP2TsDJxLbGkyAI/AA/QEHFShSIhnahpOEHtuATVpQg0VBw41hCgGDvaDz3nrnnzrm+li+dQDN232A0/mhqbom1trV3dHbFE909q4FXVrbI2p701LrFAyEdV2S1o6VY95XgJUuKNas4V7tfqwgVOJ67ovd9sVXiO66Td2yuCTITAzku/V1uFpI5KfKaK+XtJXOziheFru6ZhcOKWTgyEymWZqElPzuZyEkhsgUvcYMcfsGDjTJKEHChyZfgCGhtIgMGn7AtVAlT5DnhvcAR2ohbpixBGZzQIn13KNqMUJfiWs0gZNv0iqStiJnEIPvLLtgju2OX7B97+bJWNaxR07JPp1XnCt+MH/ctP/+XVaJTY/eN9a1mjTymQq0OafdDpNaFXedXDk4el6eXBqtD7Dd7IP1n7J7dUgdu5ck+XxRLp9/osahvTrGgmvTnaFCZj2P57KyOpDMT6fHFsdTMbDSyGH6iH8M0l0nMYB4LyNI7x7jCH1wbo8aGsW1Y9VSjIeL04p0ZxVcwOKEr</latexit>

↵j  hwj | vji
<latexit sha1_base64="qh0zYg3wRV7QKAOysVrZ+p5ZcdQ=">AAACv3ichVHLSsNAFD3G97vqRnATLIoby1R84arqRnDjqypYCZM4rdFpEpJpSy3+gD+g4ErBhfgJghsX+gMu/ARxqeDGhbdpQFTUO0zm3jP33Dk31/SkHSjGHuu0+obGpuaW1rb2js6u7lhP73rgFnxLpC1Xuv6myQMhbUekla2k2PR8wfOmFBvm/nz1fqMo/MB2nTVV9sR2nuccO2tbXBFkxMYyi0JVSsbeoZ6RIqu477sl/RMc1TNcervc2AuxImFGLM4SLDT9p5OMnDgiW3Jj18hgBy4sFJCHgANFvgRHQGsLSTB4hG2jQphPnh3eCxyijbgFyhKUwQndp2+Ooq0IdSiu1gxCtkWvSNo+MXUMsQd2yV7YPbtiT+z911qVsEZVS5lOs8YVntF91L/69i8rT6fC7ifrT80KWUyHWm3S7oVItQurxi8eHL+szqwMVYbZOXsm/Wfskd1SB07x1bpYFiunf+gxqW9OsaCa9OdoUMnvY/nprI8lkpOJieXxeGouGlkLBjCIEZrLFFJYwBLS9M4JbnCHe21Wy2mO5tVStbqI04cvppU/AMPjpqM=</latexit>

|wji  |wji � ↵j |vji
<latexit sha1_base64="wLq/prh9503Idci3QBd1XduN7zQ=">AAACu3ichVFNSxxBEH2OxqiJuupFyGXJYhCEpSdoIoIgesnRj6wKjgw9k1ozu70zk57eFZ3sH8hZ8OApgRxC/kE86sE/4MGfIDkayCWH1M4OBCMxNfR01et61a+6vFgFiRHiqsfq7XvQ/3BgcOjR4+GR0cLY+GYSNbVPFT9Skd72ZEIqCKliAqNoO9YkG56iLa++0jnfapFOgih8bQ5i2m3IvTCoBr40DLmFsuORkW5am7HbRUdR1Uito/2ik7zTJnWWtayTSffd2nte7bZbKImyyKx417Fzp4TcVqPCKRy8QQQfTTRACGHYV5BI+NuBDYGYsV2kjGn2guyc0MYQc5ucRZwhGa3zf4+jnRwNOe7UTDK2z7coXpqZRUyJS/FF3IgL8VVci1//rJVmNTpaDnj3ulyK3dEPkxs//8tq8G7w9g/rXs0GVcxnWgPWHmdIpwu/y28dHt9sLKxPpc/EJ/Gd9X8UV+KMOwhbP/zPa7R+co8ej/uWHBPX5JfjQdl/j+Wus/m8bL8oz63NlpaW85EN4AmeYprn8hJLeIVVVPieI3zDGc6tRcu3apbqplo9OWcCt8xq/gb47KWY</latexit>

�j+1  
q
hwj |wji

<latexit sha1_base64="4O3GSJHImLIep0kgLKB5HGfZyzg=">AAACu3ichVHPSxtREP6yrdVaW2O9FLwEg6UgpG/FXwhCqBfBi8ZGBSPL2+1EN77sLrsvCXHJP9BzoQdPCj0U/4N6jAf/AQ/+CdKjhV566GSzUFrRzrL7Zr6Zb943O3ag3EgLcZ0xHj0eeDI49HT42cjzF6PZsZdbkd8IHSo7vvLDHVtGpFyPytrVinaCkGTdVrRtH6708ttNCiPX997rdkB7dbnvuVXXkZohK1uorJGOm1ZcmzY7nVxFUVXLMPRbuSTRsmqdtxWbtOxXWNm8KIjEcncdM3XySG3dz56jgg/w4aCBOggeNPsKEhE/uzAhEDC2h5ixkD03yRM6GGZug6uIKySjh/zd52g3RT2Oez2jhO3wLYrfkJk5TIkr8VXciktxJm7Er3t7xUmPnpY2n3afS4E1+vHV5s//sup8ahz8YT2oWaOKxUSry9qDBOlN4fT5zaPPt5tLpan4tTgV31n/ibgWXZ7Aa/5wvmxQ6fgBPTbPLTkm7sl/jhdl/ruWu87WTMGcL8xtzOaL79KVDWECk3jDe1lAEatYR5nv+YRv6OLCWDYco2aofqmRSTnj+MuMxm8twKTD</latexit>

|vj+1i  |wji /�j+1

<latexit sha1_base64="OaujKR4Vrvx2g/Z25zIbkXPhKp0=">AAACoXichVHNLgNRFP6Mv/pt/SwkNo2GWDVnxF+shA27KkXSSnNn3DIxnZnM3FZovIAXsLBBYoFHsLTxAhYeQSxJbCycTicRBOfmzj3nu+c79ztzDM+2AkX02KQ1t7S2tcc6Oru6e3rjib7+9cCt+KbMma7t+puGCKRtOTKnLGXLTc+XomzYcsPYW6zfb1SlH1ius6YOPLlVFjuOVbJMoRgqJgYLhlSiqCcLtiwp4fvufpKKiRSlKbTkT0ePnBQiy7iJWxSwDRcmKihDwoFi34ZAwCsPHQSPsS3UGPPZs8J7iSN0MrfCWZIzBKN7/N3hKB+hDsf1mkHINvkVm7fPzCRG6YGu6IXu6Yae6P3XWrWwRl3LAZ9Ggyu9Yvx4aPXtX1aZT4XdT9afmhVKmA21WqzdC5F6F2aDXz08eVmdy47WxuiCnln/OT3SHXfgVF/NyxWZPf1Dj8F9C44l1+Q/x4PSv4/lp7M+kdan01Mrk6n5hWhkMQxjBOM8lxnMYwkZ5PidQ5zhCtdaSlvWMlq2kao1RZwBfDEt/wHR+Zlw</latexit>

�1  0
<latexit sha1_base64="43mE8nBy9CO1FUOs0tqxP+RJPsE=">AAACo3ichVHLSsNQED3G97sqiOCmWCquylR84aroRuhGa2sLtpQk3mowTUJyW6m1P+APuHCl4EL0D1y68Qdc9BPEpYIbF07TgKioc7m5M+fOmXsmozmm4UmiZofS2dXd09vXPzA4NDwyGhob3/HsiquLjG6btpvTVE+YhiUy0pCmyDmuUMuaKbLa4XrrPlsVrmfYVlrWHFEoq/uWUTJ0VTJUDE3mk0LWq0VqhPOmKEnVde2jMBVDEYqRb+GfTjxwIghs0w7dIY892NBRQRkCFiT7JlR4vHYRB8FhrIA6Yy57hn8v0MAAcyucJThDZfSQv/sc7QaoxXGrpuezdX7F5O0yM4woPdI1vdAD3dATvf9aq+7XaGmp8am1ucIpjp5Obb/9yyrzKXHwyfpTs0QJK75Wg7U7PtLqQm/zq8dnL9urqWh9li7pmfVfUJPuuQOr+qpfbYnU+R96NO5b5VhwTf5zPKj497H8dHbmY/Gl2OLWQiSxFoysD9OYwRzPZRkJbGATGX7nBJe4wa0SVZJKSkm3U5WOgDOBL6YUPgBAI5p5</latexit>

|v0i  0初期状態
<latexit sha1_base64="e1pShYZOztbhzsixg6osZ6WW590=">AAACn3ichVHLSsNAFD2N73etG8FNtFFclUnBB12JLnQl9VEfqJQkTnVsXiRpsRZ/wB9wIQgKouInuHTjD7jwE8SlghsX3qYBUVHvMJl7z9xz59xc3TWFHzD2GJMaGpuaW1rb2js6u7p74r2JFd8peQbPGY7peGu65nNT2DwXiMDka67HNUs3+apenKndr5a55wvHXg4qLt+ytB1bFIShBQTl44mC48nKniILW1ZUJaNYSj6eZC kWmvzTUSMniciyTvwWm9iGAwMlWOCwEZBvQoNPawMqGFzCtlAlzCNPhPcch2gnbomyOGVohBbpu0PRRoTaFNdq+iHboFdM2h4xZQyzB3bNXtg9u2FP7P3XWtWwRk1LhU69zuVuvueof+ntX5ZFZ4DdT9afmgMUMBlqFaTdDZFaF0adXz44flnKLA5XR9g5eyb9Z+yR3VEHdvnVuFjgiyd/6NGpb41iTjXpz9Gg1O9j+emspFPqeGpsIZ2cmo5G1ooBDGGU5jKBKcwhixy9s49TXOJKGpRmpXkpW0+VYhGnD19MWv8A4NWWyA==</latexit>

for j in 1:m
<latexit sha1_base64="GymvBQnKIG4Tp7fwugvE4ExTgww=">AAADRnichVHLShxBFL3dxmhajWOyCWSRJoODq6F6fCQEBIkIroyPjAq2NNU15VjYL7prBs3gD+QHXLhSyEL8AskyG38gCz9BhGw0uHHh7epmfKFW0V33nnvO7VN93cgTiSTkRNM7XnS+7Op+ZfT09r3uLwy8WUzCRsx4lYVeGC+7NOGeCHhVCunx5Sjm1Hc9vuRuTKb1pSaPExEG3+VWxFd9Wg/EmmBUIuQUjqYd3xw3DdvldRG0Ip/KWGxuGzb1onXqWGbJxJKkTiWNbONWkjEqbcYwRiWb1UKZpMzbcM4dbnNHMsZN2ubkFbup+pTUtmsqMWwe1NoWnUKRlIla5sPAyoMi5Gs2LPwGG2oQAoMG+MAhAImxBxQS3CtgAYEIsVVoIRZjJFSdwzYYqG0giyODIrqB7zpmKzkaYJ72TJSa4Vc8fGJUmjBI/pIDck6OySE5JVeP9mqpHqmXLTzdTMsjp//nu4XLZ1U+nhLWb1RPepawBp+VV4HeI4Wkt2CZvvlj53zhy/xgq0T2yRn63yMn5A/eIGhesF9zfH73CT8u3ptizrEn/jkclHV/LA+DxUrZGiuPzo0UJ77mI+uG9/ARhnAun2ACpmEWqsC0D9qUNqN904/1f/p//TKj6lqueQt3VgdcA8XgzMs=</latexit>

Hm =

0

BBBBB@

↵1 �2

�2 ↵2 �3 · · ·
�3 ↵3 �4

�4 ↵4
...

. . .

1

CCCCCA



厳密対角化法：Lanczos法
• 三重対角行列 Hm の固有値はハミルトニアンH の固有値の良い近似値 

• 固有ベクトルはHm の固有ベクトル|ei>にV をかけると得られる 

• V は|vj> を並べたもの V = [|v1> |v2> ... |vm>] 

• V を保存するわけにはいかないので、Lanczos をもう一度やり直して逐次か
けていく 

• あるいは逆反復法を用いる 

• A(λ)=(H-λ)-1 の固有値は 1/(En-λ) であり固有ベクトルはH と共通 

• λをHm の最小固有値(=E0 の近似値)にとって A (λ)でべき乗法を行う 

• 逆行列の計算は重いので連立一次方程式 yk = (H-λ)yk+1 を解く
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Thermal Pure Quantum State

• ランダムに生成した波動関数をβ/2 まで虚時間発展する 

• この状態について物理量の期待値を計算すると、逆温度βのカノニカル平均と
等しくなる 

• 二乗誤差のランダム平均が系のエントロピーの指数関数で押さえられる 

• こうして生成した波動関数を熱的純粋状態 (TPQ state)とよぶ
24

<latexit sha1_base64="gbCKTb1sTYzDSnovu1eeCNE8z6Q=">AAACw3ichVFLSxxBEP6caHzExDW5CLkMLoo5uPaKL4SAGAJCLutjVXB06RlLbXZezPQumGH+QP5ADvGSQA4hP8FbcgmYaw7+hOBRwUsOqZ0dEBW1mp6u+rq+6q+m7NBVsRbitMN41Nn1uLunt+9J/9NnA4XB5+tx0IgcqjqBG0SbtozJVT5VtdIubYYRSc92acOuv2ndbzQpilXgr+nDkLY9ue+rPeVIzVCtMGO9I51YlViNWTZp+So1X5u0k4xnkWl5Uh840k2W0onJtJ0bxiqtFYqiJDIzbzvl3Ckit0pQOIaFXQRw0IAHgg/NvguJmNcWyhAIGdtGwljEnsruCSn6mNvgLOIMyWidv/scbeWoz3GrZpyxHX7F5R0x08SI+CO+iXPxS3wXf8W/O2slWY2WlkM+7TaXwtrAh6HVywdZHp8aB1esezVr7GEu06pYe5ghrS6cNr/5/uP56vzKSDIqvogz1v9ZnIqf3IHfvHC+LtPKp3v02Ny35Ji4Jv85HlT55lhuO+uTpfJMaXp5qriwmI+sBy8xjDGeyywWsIQKqvzOEX7gBL+Nt0bdiAzdTjU6cs4LXDMj/Q+xbKdX</latexit>

| (�)i = e��H/2 | i

<latexit sha1_base64="zN83OebRMucCdDWLK1ErKdOMuDs=">AAADWnichVE7bxNBEJ7z8UgcIOZRINGssGLZSDFrJzyEQIqDkCidGCdBXue0t1k7K9+Lu7VFcPwH+AMUVCBRIH4CJQ0NJUUk/gCiDBINBXMPBCEQ5nS333wz3+zMjR04KtKU7hk589jxEyenpvMzp06fmS2cPbcW+cNQyLbwHT/csHkkHeXJtlbakRtBKLlrO3LdHtyN4+sjGUbK9x7onUB2Xd73VE8JrpGyCh9YpPoutxqbdZIv3SH3mCN7ukOSo0xYL+RizJZDPpB6zJqRKjNbal7Zbez+5k0mf805kEHmyc+cxsRKWMJC1d/WFbw7RV3CWL4UX06YfBx05lupfPNK5Wodg4+GfIukFLlNshCiekpVrEKRVmli5DCoZaAImTX9wltgsAU+CBiCCxI80Igd4BDh04EaUAiQ68IYuRCRSuISJpBH7RCzJGZwZAf47aPXyVgP/bhmlKgF3uLgG6KSwBz9SF/TffqevqGf6fd/1honNeJedvC0U60MrNmnF1vf/qty8dSw/Ut1ZM8aenAz6VVh70HCxFOIVD968my/dWt1blyiL+kX7P8F3aPvcAJv9FW8WpGrz4/ox8a5OfoSa+Kfw0XV/lzLYbBWr9auV6+tLBaXlrOVTcEluAxl3MsNWIL70IQ2CGPBeGjYhsh9MnPmtDmTpuaMTHMeDph54QcOu9b5</latexit>

�2
A = E

"✓
h (�) |A | (�)i
h (�) | (�)i � hAi�

◆2
#

 exp[�S(�⇤)/2] (� < �⇤ < 2�)

S. Sugiura and A. Shimizu, Phys. Rev. Lett. 108, 240401 (2012)
S. Sugiura and A. Shimizu, Phys. Rev. Lett. 111, 010401 (2013)



micro canonical TPQ state
• ハミルトニアンが指数関数の肩の上に載っているので一見計算しづらい 

• micro canonical TPQ 状態なら指数関数が不要 

• 逆温度βk はエネルギー Ek から求まる 

• Lanczos と同様に、ハミルトニアンは行列ベクトル積でしか用いない 

• Lanczos と同様のコストで有限温度計算が実行可能！
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<latexit sha1_base64="fc4PhaMBv0OmrVsZkg8kqd6MCRo=">AAAC/nicjVFLSxxBEK4djc8kruYieBmyKF7c9ARfCIKYixCQVbMqOLL0dGp3m+15ONO7oONAzv6BHHKKEEFEcg3kmEv+gAR/QsjRQC4GUjs7IInEpJqervq6vuqvppxAyUgzdpkzurrv9fT29Q8M3n/wcCg/PLIZ+c1QYFn4yg+3HR6hkh6WtdQKt4MQueso3HIaz9r3Wy0MI+l7L/R+gLsur3myKgXXBFXye/Zz1LFdimSlkZiLpl0NuYgnbVTKnDJtl+u64CpeSZ6smjepcWPKSpIkthVW9eH/ZduhrNX1YVLJF1iRpWbedqzMKUBmJT//EWx4CT4IaIILCB5o8hVwiGjtgAUMAsJ2ISYsJE+m9wgJDBC3SVlIGZzQBn1rFO1kqEdxu2aUsgW9omiHxDRhnF2wU3bFPrMz9pVd/7VWnNZoa9mn0+lwMagMHY1u/Pgny6VTQ/2GdadmDVWYT7VK0h6kSLsL0eG3Dl5fbSysj8cT7Jh9I/1v2SX7RB14re/i3Rquv7lDj0N9c4qRatKfo0FZf47ltrP5tGjNFmfWpgtLy9nI+mAMHsMkzWUOlmAFSlCmd77Az1xPrtd4ZZwY58b7TqqRyziP4DczPvwC2b69VA==</latexit>

| ki =
(`�H/N | k�1i

|(`�H/N | k�1i|

<latexit sha1_base64="0JzO3jWf/9Rezoyw97/+73y3V9A=">AAACrnicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQsoxiSlliTGZyvYKsSkFSUmVxtl6/vVVsek5uQo6Cq4xmfXxgsoG+gZgIECJsMQylBmgIKAfIHdDDEMKQz5DMkMpQy5DKkMeQwlQHYOQyJDMRBGMxgyGDAUAMViGaqBYkVAViZYPpWhloELqLcUqCoVqCIRKJoNJNOBvGioaB6QDzKzGKw7GWhLDhAXAXUqMKgaXDVYafDZ4ITBaoOXBn9wmlUNNgPklkognQTRm1oQz98lEfydoK5cIF3CkIHQhdfNJQxpDBZgt2YC3V4AFgH5Ihmiv6xq+udgqyDVajWDRQavge5faHDT4DDQB3llX5KXBqYGzcbjniSgvxOB/FSgmcCQA0aUIXq0YDLCjPQMzfRMA02UHZygUcbBIM2gxKABjBdzBgcGD4YAhlCgPe0Maxm2MWxnMmAKY4pliocoZWKE6hFmQAFMGQAwBJ4e</latexit>

�k =
2k/N

`� Ek

<latexit sha1_base64="dLXw5EcuDmLKql0q3bgu186n++U=">AAACw3ichVFNTxRBEH2MoiuirHox4TJhg+G06SWIxsRkgyHhRBZwgYQhm562d+nMZ3p6N8Fx/oB/wINeNPFA+Anc8EKCVw/8BOIREy4crJmdxAgRq9PTVa/rVb+acmNfJYaxkxHrxs3RW7crd8bujt+7P1F98HA9ifpayLaI/EhvujyRvgpl2yjjy81YSx64vtxwvVf5/cZA6kRF4WuzG8vtgPdC1VWCG4I61fnFjme/tJ2u5iJ1FjT3pEmdVqIIfmc7ATc7gvvpUpZHBZxl6XLWqdZYnRVmX3UapVNDaa2oegAHbxBBoI8AEiEM+T44ElpbaIAhJmwbKWGaPFXcS2QYI26fsiRlcEI9+vYo2irRkOK8ZlKwBb3i09bEtDHNfrA9dsaO2D47ZRf/rJUWNXItu3S6Q66MOxPvH6+d/5cV0Gmw84d1rWaDLp4XWhVpjwsk70IM+YO3H87WXqxOp0/YF/aT9H9mJ+wbdRAOfomvK3L14zV6XOqbUyypJv05GlTj8liuOuuz9cZ8/enKXK25UI6sgklMYYbm8gxNLKGFNr3zCYc4xndr0fIsbZlhqjVSch7hL7Oy30cDp5s=</latexit>

Ek =
h k |H | ki

N



Canonical TPQ & 実時間発展
• （虚）時間発展演算子の指数関数をテイラー展開 

• 刻み幅を小さく取り、展開次数を大きく取れば近似がより良くなる 

• 実時間発展の場合、波動関数のノルムが保存しているかどうかで近似の良
さを確認可能
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<latexit sha1_base64="zeYts0kHgSAciCt4i1TB7loU/JY=">AAADIHichVHPa9RAFH6Jv+r6o6teBA9Gly67SJeJtCpCoeilIMi2ddtCpxsm6ezusJNJyMwu1pB/wKsHD54seBD/BI9eehMPHup/IB4riODBt9lgtcX2hWTefPO+b76X58dSaEPIrmWfOHnq9JmJs6Vz5y9cnCxfuryio0ES8FYQyShZ85nmUijeMsJIvhYnnIW+5Kt+/+HofHXIEy0i9cRsxXwjZF0lOiJgBiGv/II+4ialTS28flaqzjmUP42p5B1Tm6YSdTYZDZnpBUymCxlNRLdn6vuctD/tZplDaalKtQgd17nlUD0IvVTNuVn7sUM7CQvSP1r1tspSdSP7S7OtDsp55QppkDycw4lbJBUoohmV3wOFTYgggAGEwEGBwVwCA43POrhAIEZsA1LEEsxEfs4hgxJyB1jFsYIh2sdvF3frBapwP9LUOTvAWyS+CTIdmCKfyVuyR3bIO/KV/PqvVpprjLxs4eqPuTz2Jp9fXf5xLCvE1UBvn3WkZwMduJd7Feg9zpFRF8GYP3z2cm/5/tJUWiXb5Bv6f012yQfsQA2/B28W+dKrI/z42DfDPUdN/HM4KPfgWA4nK7cb7p3G7OJMZf5BMbIJuAY3oYZzuQvzsABNaOE9P63rVs2q29v2jv3R/jQuta2CcwX+CfvLb5dMyYo=</latexit>

| ki = exp (��H) | k�1i

⇠ 1 +
NX

n=1

(��)n

n!
H

n
| k�1i

<latexit sha1_base64="IWxHeq/AcWfcy9CjT57NREq6YZ0=">AAAC+XichVE7T9xAEB47IRBDwpE0kWisnEA0XPYQLyEhoZCCkkcOkFh0WvuGY8V6bdl7Jw7r/kD+AAUVkZACKVOmTJM6EgU/AaUEKSlSZM5nEQUUMpY9j/2+2W88XqRkYhi7sOwHD3se9fY9dvoHnjwdLAw9W0/CRuxjxQ9VGG96IkElNVaMNAo3oxhF4Cnc8PYWO+cbTYwTGeq3phXhdiDqWu5IXxgqVQuKKwLXhDvvcA/rUqc+dUvaDn+DygiXG9FwR8nhvkklkaUWcWvcyADbnDsyh5lXfNcT8Q2SJKguyOGoa3nTaqHISiwz925QzoMi5LYcFj4DhxqE4EMDAkDQYChWICChZwvKwCCi2jakVIspktk5Qhsc4jYIhYQQVN2jb52yrbyqKe/0TDK2T7coemNiujDCztkpu2Jf2Ud2yX79s1ea9ehoaZH3ulyMqoPvXqz9+C8rIG9g9w/rXs0GdmA20ypJe5RVOlP4XX7z4PBqbW51JB1l79l30n/MLtgXmkA3r/2TFVw9ukePR3MLypF60p+jRZVvr+VusD5RKk+XplYmiwuv85X1wTC8hDHaywwswBIsQ4Xu+QY/Lcuy7dQ+tj/YZ12obeWc5/CX2Z9+A1Opu0Y=</latexit>

� =

(
�⌧ imaginary-time

i�t/~ real-time



動的グリーン関数
• 演算子A によって励起された状態の動的応答関数（e.g., 動的スピン構造因子） 

• 次の連立一次方程式を解いて 

• 内積を取ればよい
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<latexit sha1_base64="R0pitpdkwUsGew5aWd6+GF4O7+U=">AAAC03ichVFLaxRBEP4yPvLwkVUvAS+DSyQeXHokiSIISQSNt03iJoFMGHra3k2z82KmdyHpzCV4Ejx78KTgQfQfePSSc8BD0D8gHiN48WDtzIBoMFbT01Vf11f91ZSfBCrTjB0OWadOnzk7PDI6du78hYvjtUuXV7O4lwrZEnEQp+s+z2SgItnSSgdyPUklD/1Arvnd+4P7tb5MMxVHj/V2IjdD3olUWwmuCfJqDx56Zj6fcuNQdvgN+57tLqS8K7Vxm5ny5nfddsqFcXLjhlxvCR6Yxdy+aT8qCflumZZ7tTprsMLs445TOXVU1oxrH+DiCWII9BBCIoImPwBHRmsDDhgSwjZhCEvJU8W9RI4x4vYoS1IGJ7RL3w5FGxUaUTyomRVsQa8EtFNi2phkn9hbdsT22Tv2lf38Zy1T1Bho2abTL7ky8cafTaz8+C8rpFNj6zfrRM0abdwptCrSnhTIoAtR8vs7L45W7i5PmuvsNftG+l+xQ/aROoj638WbJbn88gQ9PvXNKZZUk/4cDcr5eyzHndVbDWe2MbM0XZ9bqEY2gqu4himay23MYRFNtOid9zjAZ3yxWpax9qynZao1VHGu4A+znv8CUT2t6w==</latexit>

GA(!) =

⌧
 A

����
1

H� I!

���� A

�
<latexit sha1_base64="p5pNjguOyftdb1n6KyBbWE2uCx4=">AAACp3ichVE9SwNBEH2eX/E7aiPaBIOiTdiIXwhCoo1gYaImBoyEu3PVxcvdcbcJxBCw9g9YWCkoiIX2ljb+AYv8BLFUsLFwcjkUFXWWvZ15O2/2zY1mG8KVjFUblMam5pbWQFt7R2dXd0+wty/tWgVH5yndMiwno6kuN4TJU1JIg2dsh6t5zeAb2v5i7X6jyB1XWOa6LNl8K6/ummJH6KokKBcczC5zWc4mXJGLV0LzofhHXMkFwyzCPAv9dKK+E4ZvCSt4iyy2YUFHAXlwmJDkG1Dh0tpEFAw2YVsoE+aQJ7x7jgraiVugLE4ZKqH79N2laNNHTYprNV2PrdMrBm2HmCGMsAd2yZ7ZPbtij+zt11plr0ZNS4lOrc7ldq7naGDt9V9Wnk6JvU/Wn5oldjDraRWk3faQWhd6nV88OH5em1sdKY+yM/ZE+k9Zld1RB2bxRT9P8tWTP/Ro1LdKMaea9OdoUNHvY/nppCci0enIVHIyHFvwRxbAEIYxRnOZQQxLSCBF7xziAte4UcaVFSWtZOqpSoPP6ccXU9R3o5Gb4A==</latexit>

| Ai = A | i

<latexit sha1_base64="AIkschKHRo1I4QFLSx9CNrKnhf8=">AAACx3ichVFLTxRBEP4YUBAfLHAx4bJxg+LBTa8BNSQmPC4QL8tjgYQhm56xdrdDzyMzvRthsgev/AEPXoCEg/EneDQh3ODigZ9gPELixYO1sxONErE6PV31dX3VX005oVaxEeK8x+rtu3Gzf+DW4O07d+8N5YZH1uKgGblUcQMdRBuOjEkrnypGGU0bYUTSczStO9vznfv1FkWxCvxVsxPSlifrvqopVxqGqrlpW1PNTNieNA1X6mSh/WTRDjyqSztS9YZ5bL8ik9jlWD1q51/mf0XV2XY1VxBFkVr+qlPKnAIyKwe5T7DxGgFcNOGB4MOwryER89pECQIhY1tIGIvYU+k9oY1B5jY5izhDMrrN3zpHmxnqc9ypGadsl1/RvCNm5jEuvogP4kKciI/iq/jxz1pJWqOjZYdPp8ulsDq0d3/l+39ZHp8Gjd+sazUb1PAi1apYe5ginS7cLr+1++5iZXp5PHkoDsU31n8gzsVn7sBvXbpHS7T8/ho9DvctOSauyX+OB1X6eyxXnbWnxdKz4tTSZGFmLhvZAMbwABM8l+eYwQLKqPA7+zjGKc6sRSuwWtabbqrVk3FG8YdZb38CT6qpKQ==</latexit>

(H� I!) | 0
i = | Ai

<latexit sha1_base64="OGReYX307sF6VHTKBzbyJqSCfOo=">AAACsnichVG7TuNQED0xzw0sZJcGiSYiCrBNdIPYh5BW4lFAGR4BBEHWtbmEq/gl+yYSa/ID7AdQUIFEgahooaThByj4BETJSttQMHYsIUDLjmXPzLlz5p7xGJ4lA8XYbUpra+/o7Or+kO7p/djXn/n0eSVw674pyqZruf6awQNhSUeUlVSWWPN8wW3DEqtGbTY6X20IP5Cus6x2PbFp86ojt6XJFUF6Jj+nh9PNsYpriyr/kv2Zrcz4vCZUWCkFUp/ei9xoU8/kWIHFln0bFJMgh8RKbuYSFWzBhYk6bAg4UBRb4Ajo2UARDB5hmwgJ8ymS8blAE2ni1qlKUAUntEbfKmUbCepQHvUMYrZJt1j0+sTMIs9u2Cl7YNfsjN2xx3/2CuMekZZd8kaLKzy9f39w6e9/WTZ5hZ1n1ruaFbbxI9YqSbsXI9EUZovf+HXwsDS5mA9H2DG7J/1H7JZd0QRO4495siAWD9/RY9DcnHJBPenP0aKKr9fyNlgZLxS/Fb4uTOSmZpKVdWMIwxijvXzHFOZRQpnu+Y1zXOBSm9DWNa6ZrVItlXAG8MI06wmy36AC</latexit>

GA(!) = h A | 0i

行列ベクトル積の繰り返しで解ける
S.Yamamoto, et al.,  JPSJ 77, 114713 (2008).



有効模型と現実物質
• 有効模型のパラメータ（t, U, J, ...）は自由に変えることができる 

• どういったパラメータでどういう相が安定か？ 

• 途中に現れる相転移の性質は？ 

• どういうパラメータを取れば面白い物理や役に立つ性質が現れるか？ 

• 近年は機械学習が活用される（マテリアルズ・インフォマティクス） 

• 回帰モデル 

• ベイズ最適化 

• データ同化
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有効模型と現実物質
• 現実物質はどのパラメータに対応するのか？ 

• 実験や第一原理計算で得られた結果と有効模型の結果とを比較する 

• 結果の誤差が最小となるようなパラメータを探す最適化問題 

• 第一原理計算で得られた結果から有効模型を直接導出する 

• ブロッホ関数から最局在ワニエ関数を導出 

• 二中心積分 → hopping constant 

• 電子相関を上手く取り入れる 

• constraint RPA など 

• 3日めの是常先生の講義でも簡単に扱われます（特にワニエ関数）

29



アルゴリズム以外も大事
• 有効模型を効率よく解くための手法がたくさん提案されてきた 

• もちろん今現在も、そして将来も研究開発は進んでいきます 

• 実際に使うためには実装しないといけない! 

• c.f. 初日の講義（言語やソフトウェア開発技法への習熟） 

• 計算物理のアルゴリズム以外の一般的なデータ構造やアルゴリズムの知識も必要 

• 格子や模型のパラメータを簡単に変えられるか？ 

• 大規模計算機で使うためには並列化も大事 

• OpenMP, MPI, GPGPU(二日目午前の講義), etc 

• 計算結果に（のみ）興味がある人が一から実装するには難しすぎる 

• →公開パッケージを使おう！

30



公開パッケージを探す：MateriApps
• 計算物質科学のソフトウェアに関する情報を集めたポータルサイト 

• 現在は東大物性研が中心となって運営している 

• 2013 年から始まって300以上 

• 各種ソフトウェアについて、公式サイトへのリンクやライセンス情報、できる
ことがまとめられている 

• やりたいこと（計算対象、物理量、アルゴリズムなど）から逆引き可能 

• 一部ソフトウェアは「レビュー」として、実際に使用した体験談が投稿されて
いる 

• その他キーワード解説など

31

https://ma.issp.u-tokyo.ac.jp
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公開パッケージを探す：MateriApps

32
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公開パッケージを使う：MateriApps LIVE!

• 複数の計算物質科学ソフトウェアが最初からインストールされている Debian 
GNU/Linux 環境 

• 面倒なインストール作業が不要！ 

• abinit, AkaiKKR, ALAMODE, ALPS, CONQUEST, Feram, DCore, DSQSS, 
HΦ, LAMMPS, mVMC, OCTA, OpenMX, Quantum ESPRESSO, PHYSBO, 
SMASH, TeNeS, xTAPP  

• VESTA や OVITO のような可視化ツールも入っています 

• すぐに試せるように Virtual BOX のスナップショットとして公開されている 

• Docker Image もある 

• 簡単に扱うためのスクリプトは現在 macOS のみ対応 

• お試し環境として、とくに授業や講習会、演習で便利
33
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公開パッケージを使う：MateriApps LIVE!

• 電子状態計算 

• abinit, AkaiKKR, ALAMODE, CONQUEST, OpenMX, Quantum ESPRESSO, 
SMASH, xTAPP 

• 厳密対角化 

• HΦ 
• 変分モンテカルロ 

• mVMC 
• テンソルネットワーク 

• ALPS, TeNeS 
• 経路積分モンテカルロ 

• ALPS, DSQSS
34

• 動的平均場近似 

• DCore 
• 分子動力学法 

• Feram, LAMMPS, OCTA 
• 機械学習 

• PHYSBO

https://cmsi.github.io/MateriAppsLive/

http://www.apple.com/jp


物性研ソフトウェア開発・高度化プロジェクト
PASUMS
• 物性研究分野で特に重要なもので、物性研スパコンでの利用が見込まれるプログラム
を対象としたプロジェクト 

• 課題は公募（1,2件/年 を採択） 

• 開発者・開発チーム以外にも広く使ってもらうことを目指す 

• マニュアル・ドキュメントの整備 

• 自動テストなど、開発環境整備 

• 入出力の整理 

• 新機能追加 

• ソフトウェア自体のウェブサイトの作成（講習会資料の公開など） 

• リリース後にはソフトウェア論文を執筆する 

• 定期的にソフトウェア講習会を開催
35
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PASUM 過去課題
• 量子格子模型 

• HΦ : 厳密対角化とTPQ 

• mVMC: 多変数変分モンテカルロ法 

• DSQSS: 経路積分モンテカルロ法 

• DCore: 動的平均場近似 

• TeNeS: テンソルネットワーク(特に2次元 iTNS) 

• 第一原理計算 

• abICS: 合金など不規則系の配置サンプリングの大規模並列計算 

• OpenMX: 局在基底を用いた O(N) 第一原理計算 

• RESPACK: バンド計算の結果から有効模型のパラメータを導出するパッケージ 

• ESM-RISM: 溶媒を古典動力学法で、溶媒中の固体をDFT で解析するパッケージ 

• 数理ライブラリ 

• PHYSBO: O(N) ベイズ最適化パッケージ 

• Kω: シフト型Krylov 部分空間法に基づくソルバーライブラリ 

• 2DMAT: 種々の方法に基づく逆問題最適化・サンプリングフレームワーク
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• それぞれのソフトウェアについて講習会を開催しています 

• 本プロジェクトでウェブサイトを作っているソフトの場合、過去の講習会資
料も公開 

• （今日の座学と講習も過去の講習会資料を参考にしています）

ソフトウェア講習会
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量子格子模型厳密対角化パッケージHΦ
• 量子格子模型の基底状態や有限温度の物理量などを厳密対角化法とTPQ 法で
計算するためのオープンソースソフトウェア 

• 任意のトポロジーの格子・グラフ上で 

• 任意の二体相互作用の 

• 量子格子模型を取り扱える 

• よく使われる模型や格子があらかじめ定義されている 

• 鎖、はしご格子、正方格子、三角格子、蜂の巣格子、カゴメ格子 

• ハバード模型、スピン模型（任意のS, カップリング）
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<latexit sha1_base64="y4k8R3O2tC2OKKVHrYeZgE9fJtI=">AAADAHichVG/T9tAFH4xbQm/mkAXpC5RI1Cn6JymgJgiWOgGpAlIBKzzcZhLzj9kO5GC5aUj/wADUytVatWh6lpGlv4DHfInIEaQWJDaZ8eGFlT6LPu+++59373npztSeD4h/Ywy9Ojxk+HsyOjY+MTTXH5yquHZHZfxOrOl7W7q1ONSWLzuC1/yTcfl1NQl39Dby9H5Rpe7nrCtt37P4dsmNSyxJxj1kdLy3pudQLTaMtSCpicMk2pqIQHlFLxKQSUssJ3mLjUM7mqBSAUh04JWKgr/yGinBlGGvDHR8kVSInEU7gM1AUVIYtXOn0ATdsEGBh0wgYMFPmIJFDx8tkAFAg5y2xAg5yIS8TmHEEZR28EsjhkU2TZ+DdxtJayF+8jTi9UMb5H4uqgswAz5ST6TC/KDfCFn5PqfXkHsEdXSw1UfaLmj5Q6na1f/VZm4+rB/q3qwZh/2YCGuVWDtTsxEXbCBvntwdFFbXJ8JZskHco71vyd9coodWN1L9nGNrx8/UI+OfVPcc/TEP4eDUu+O5T5olEvqXOn1WqVYXUpGloXn8AJe4lzmoQorsAp1vKcPvzLZzIjyTvmkfFW+DVKVTKJ5Bn+F8v03Vxe/7A==</latexit>
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量子格子模型厳密対角化パッケージHΦ
• 量子格子模型の基底状態や有限温度の物理量などを厳密対角化法とTPQ 法で
計算するためのオープンソースソフトウェア 

• 全対角化 

• ScaLAPACK によるMPI 並列と MAGMA によるGPGPU に対応 

• 基底状態計算 

• Lanczos 法の他に LOBCG 法も利用可能（後者がオススメ） 

• 有限温度計算 

• TPQ 法 

• 実時間発展
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20

W = 4
L = 4
model = "Hubbard”
method = "TPQ”
lattice = "Square"
t = 1.0
t' = 0.5
U = 8.0
nelec = 16
2Sz = 0

Standard input

Making input files
from scratch

Standard interface

Def. files for Hamiltonian

Expert input

Def. files for controlling simulation

Expert interface

Subroutines:
-Lanczos
-CG
-TPQ
-TimeEvolution
-Full diag.
(LAPACK, Scalapack, MAGMA)

Flow of Simulation

Standard output
Output files

2022 年講習会資料 (by 山地)より引用・追記

よく使われる模型・格子を簡単に定義するファイル

HPhi -sdry stan.in

HPhi -e namelist.def



S=1/2 反強磁性ハイゼンベルグダイマーの計算

41

method = "FullDiag" # 全対角化
lattice = "chain"   # 一次元鎖（周期的境界条件）
L = 2                 # 2 サイト
model = "Spin"      # スピン系(全Sz固定)
J = 0.5               # ハイゼンベルグ相互作用
2S  = 1               # スピンの大きさはS=1/2
2Sz = 0               # 全Sz = 0

HPhi -s stan.in

0.5

0.5

1.0

入力ファイル: stan.in

実行方法

基底エネルギー -3/4 が得られる



S=1/2 反強磁性ハイゼンベルグ鎖の計算
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method  = "CG"    # LOBCG method
lattice = "chain" # chain lattice
L       = 16        # L = 16
model   = "Spin"  # Spin model
2S  = 1             # S = 1/2
J = 1               # J = 1
2Sz = 0             # total Sz = 0
exct = 2          # 基底状態と第一励起状態を計算

入力ファイル: stan.in

State 0
  Energy  -7.1422963606168066
  Doublon  0.0000000000000000
  Sz  0.0000000000000000

State 1
  Energy  -6.8721066783661628
  Doublon  0.0000000000000000
  Sz  0.0000000000000000

出力ファイル: output/zvo_energy.dat

⊿E(L=16) = 0.270...



S=1/2 反強磁性ハイゼンベルグ鎖の計算
• いくつかのL でエネルギーギャップ ⊿E(L) を計算してプロットしてみる 

• 入力ファイルを書き換える 

• 実行する 

• 出力ファイルを読み取ってギャップを計算 

• L と ⊿E(L) を適当なファイルに追記

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

Δ
E

L

"gap_1.dat"
y = 0.023527 + 3.978525*x



S=1 反強磁性ハイゼンベルグ鎖の計算
• S=1 に変更して同様にやってみる 

• 2S=2 と変更すれば良い 

• S=1/2 よりも扱える系のサイズが小さくなるので注意 

• ひとまず L=12 ぐらいにしておくのが吉

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

Δ
E

L

"gap_2.dat"
y = 0.411031 + 11.252626*x**2



反強磁性ハイゼンベルグ鎖のギャップ
• 数点程度なら手でやってもいいかもしれない 

• 手作業が増えるようならばプログラムを書いたほうが良い 

• 何らかの言語でプログラミングはできたほうが良い 

• 速度よりは可読性を重視する 

• 一番重いのはHPhi を実行して対角化計算する部分！ 

• 文字列・配列・辞書 (a.k.a. 連想配列)を簡単に使えると便利 

• 場合によっては後処理として簡単な計算（積分や行列演算など）をする
こともある 

• この分野だとPython か Julia が無難
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後で演習時間に実演します



座学のまとめ
• 計算物性物理は物質の性質を理解・予測するために計算機を活用する学問 

• ミクロな構成要素（量子力学）の集団的な振る舞い（統計力学） 

• すべてを完璧に解くことはできないので、物理現象を鋭く切り取った「有効模型」とい
うのを考える 

• 有効模型であっても手では解けないので計算機でどうにかする 

• その手法のひとつが厳密対角化および関連手法 

• アルゴリズムそのものだけではなく、並列化や入出力など、実際のプログラムには必要
なことがとても多い 

• すでにあるプログラムを活用しよう！ 

• MateriApps, MateriApps LIVE! をつかうとプログラムを探しやすい＆試しやすい 

• HΦをつかえば量子格子模型の厳密対角化や有限温度計算などが簡単に実行可能 

• このあとは実習です
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MateriApps LIVE! を用いた 
HΦの演習



MateriApps LIVE! の準備
• Windows, Linux の場合はVirtualBOX の上で MateriApps LIVE! を動かす 

• macOS (Intel CPU) の場合は VirtualBOX か docker を利用する 

• macOS (Apple Silicon) の場合は docker を利用する 

• 詳しくは公式wiki https://github.com/cmsi/MateriAppsLive/wiki を参照 

• VirtualBOX 版は https://github.com/cmsi/malive-tutorial/raw/master/setup/
setup.pdf という資料も参考になる 

• 次ページ以降は関係する部分を抜粋
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VirtualBox からの起動
1. 「MateriAppsLive…」を選択


2. 起動ボタンを押す


3. ログイン画面がでるまでその
まま待つ

MateriApps, 2013-2022. All rights reserved.13



MateriApps LIVE! へのログイン
• 下記の情報を使ってログイン


• ユーザ名 (login): user


• パスワード (password): live


• 右のデスクトップ画面が出れば成功


• スタートメニュー


• ターミナルの開き方 
    「スタートメニュー」⇒「System Tools」⇒「LXTerminal」


• 仮想マシンの終了 (シャットダウン) 
    「スタートメニュー」⇒「Logout」→「Shutdown」

MateriApps, 2013-2022. All rights reserved.14



追加の設定 (1/2)
✓ キーボード: 日本語キーボード(「＠」が「P」の右にある)を使っている場合


• 「スタートメニュー」⇒「System Tools」⇒「Switch to Japanese Keyboard 
Layout」


• 「＠」が正しく入力できることを確認

✓ 仮想マシンウインドウの解像度・スケールの変更


• 解像度 (画素数): デフォルトでは「800 x 600」

• スケール(画素密度):  デフォルトでは「200%」

• 解像度とスケールはホストOSの「ビュー」メニュー ⇒「仮想スクリーン 1」
から変更できる


• VESTA, OVITO, ParaViewなどの可視化ソフトを使う場合は解像度を「1024 x 
768」以上に設定するとよい


• 文字が小さくて見にくい場合にはスケールを大きくする

MateriApps, 2013-2022. All rights reserved.15



追加の設定 (2/2)
✓ ファイル共有: ホストOSと仮想マシン間のファイル共有


• 仮想マシンをいったんシャットダウン

• VirtualBox マネージャー画面で MateriAppsLive-* を選択し「設定」

• 「共有フォルダー」タブを開き、右側の「+」をクリック

• 「フォルダーのパス」の右側の「ｖ」マークをクリックし、「その他」を選
択。共有するフォルダーを選択、「自動マウント」をチェックし「OK」


• 仮想マシンを起動。上で選択したフォルダが、/media/sf_... の下に見える

✓ コピー & ペースト: ホストOSでPDFファイルからコピーした文字列を、仮想マシ
ンのターミナル等でペーストする方法


• ターミナル上で右クリック ⇒「Paste」(あるいは「shift + control + V」)

• 文字列のコピーは、右クリック ⇒「Copy」(あるいは「shift + control + C」)

MateriApps, 2013-2022. All rights reserved.16



docker 版 MALIVE! のTIPS
• X11 転送 (gnuplot など) 

• XQuartz をインストール 

• XQuartz のメニューから環境設定→セキュリティタブ 

• 2つあるチェックボックスの両方をON にする 

• XQuartz を再起動 

• 共有ディレクトリ 

• 起動前にホームディレクトリ直下に share という名前のディレクトリを作っ
ておく 

• すでに実行していた場合は終了後、 malive remove でアンインストールして
やり直す
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ディレクトリ構成
• /usr/bin 

• インストール済みの実行ファイル (e.g., HPhi) 

• /usr/share/ソフトウェア名 

• サンプルファイルなどの補助ファイル 

• 例えば /usr/share/hphi/samples はHΦのチュートリアルファイル
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パッケージの更新
• HΦなどのプリインストールアプリはすべて Debian パッケージとして提供されている 

• apt を利用して更新をインストール可能 

• インストール・更新時には管理者権限が必要 

• sudo apt update 
• パッケージ一覧の更新 

• sudo apt install パッケージ名 

• 最新版のインストール or 更新 

• NOTE: Julia はプリインストールされていませんが、 Debian パッケージがあるので
簡単にインストールできます (2023-03-14 現在 v1.5.3) 

• sudo apt install julia
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HΦ チュートリアル
• HΦ のチュートリアルは https://issp-center-dev.github.io/HPhi/manual/
master/tutorial/en/html/index.html にあります 

• チュートリアルに対応するサンプルファイルは HΦ のソースコードでは 
HPhi/samples にあります 
• MateriApps LIVE! では /usr/share/hphi/samples 
• サブディレクトリ tutorial_X.Y がそのままチュートリアル X.Y 節に対応
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$ cd 
$ mkdir work
$ cd work
$ cp -r /usr/share/hphi .
$ cd hphi/samples

https://issp-center-dev.github.io/HPhi/manual/master/tutorial/en/html/index.html
https://issp-center-dev.github.io/HPhi/manual/master/tutorial/en/html/index.html
https://issp-center-dev.github.io/HPhi/manual/master/tutorial/en/html/index.html


HΦ チュートリアル
• 各ディレクトリにサンプルが置いてあります 

• stan.in や stan1.in などはスタンダードモードの入力ファイル 
HPhi -s stan.in 

• その他、python スクリプト *.py がおいてあるチュートリアルもあります 

• これらはチュートリアル以外でも好きに使ってください
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チュートリアル一覧
• 1 章 基底状態計算・低エネルギー励起状態計算 
• 1.1 ハイゼンベルグダイマー 
• 1.2 ハバードダイマー 
• 1.3 ハバードトリマー（発展課題） 
• 1.4 反強磁性ハイゼンベルグ鎖 
• 1.5 J1-J2 正方格子ハイゼンベルグ模型 
• 1.6 エキスパートモード（発展課題） 
• 1.7 固有ベクトル（発展課題）
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1.1 ハイゼンベルグダイマー
• 1 章では基底状態ないしは低エネルギ―励起状態を計算する手法を学ぶ 
• 1.1 ではもっとも基本的な量子模型である、ハイゼンベルグダイマーを調べる 

• S=1/2 の場合は 4x4 という非常に小さな行列であり、手で対角化が可能 
• それ故に検算が容易であり、教育的な模型といえる 
• 1.1.1 固有状態のエネルギーを求めてみよう 

• 1.1.2 スピンの大きさS を変えてみよう 
• 1.1.3 縦磁場をかけてみよう 
• 1.1.4 Lanczos 法をためしてみよう 
• 1.1.5 LOBCG 法をためしてみよう
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<latexit sha1_base64="76BvwWPP9ggifqyIhkxwzv+/gGU=">AAACnHichVHLShxBFD12TNTJwzFuhIA0GQxZDbdFVAIB0SwkQVDHGQVHhu6aUhurH3TXDIzN/IA/4CJkEUFCyGe4caFLF36CZGnAjQvv9DSISvQ2XffUqXtunapyQuXGmui8x3jW+/xFX/9A7uWr128G80NvK3HQiIQsi0AF0Zpjx1K5vixrVyu5FkbS9hwlV52duc76alNGsRv4K7oVyg3P3vLdTVfYmqlafqrq2Xpb2CqZb5ufza9m1QlUPW55nJJSu0ZmVdQDfZ+2avkCFSkN8yGwMlBAFotB/heqqCOAQAMeJHxoxgo2Yv7WYYEQMreBhLmIkZuuS7SRY22DqyRX2Mzu8LjFs/WM9Xne6RmnasG7KP4jVpoYozP6TZd0TH/ogq7/2ytJe3S8tDg7Xa0Ma4N7I6WrJ1UeZ43tW9WjnjU2MZ16ddl7mDKdU4iuvrm7f1n6tDyWfKAD+sv+f9I5HfEJ/OY/cbgkl78jxw9g3b/uh6AyXrQmixNLE4WZ2ewp+vEO7/GR73sKM5jHIsq87w8c4QSnxqjxxfhmLHRLjZ5MM4w7YVRuAHtvn1U=</latexit>

H = JS0 · S1



1.2 2site-Hubbard
• 1.2 では電子が動く最小の模型としてハバードダイマーを考える 

• 電子数 n=2, スピンz成分 Sz=0 の部分空間はこれまた 4x4 と小さい 
• 1.2.1 エネルギーを計算して厳密解と比較しよう（fulldiag） 
• 1.2.2 LOBCG 法で求めてみよう
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<latexit sha1_base64="Yk5qJu6jIKOnYDyKWpBDtCldbt0=">AAADAnichVE7bxQxEJ7d8AjHIwc0SDQWp6BEJCtviCBCihRBkzKvSyLFYeX1+fas7Ete7yVhtR0Vf4ACUYCEEFAhWjoa/kCK/AREGSQaCub2FkUQAWPZ/ubzfDNj209DlRlKDy175NTpM2dHzzXOX7h4aax5+cp6luRayLZIwkRv+jyToYpl2ygTys1USx75odzwdx4Mzjf6UmcqidfMfiq3Ix7EqqsEN0h5zecs4qYneFgslmSeTBvCsjzyCpapIOLIsDzlWie7U6yT7MYVLAkLZddMCK+gw7jyIevwIJCaIOfWHLlFmJF7pug5wimZVkHPTCLZrkuoeTrlliRG9KtIWTnHhbxmizq0MnISuDVoQW1LSfM1MOhAAgJyiEBCDAZxCBwyHFvgAoUUuW0okNOIVHUuoYQGanOMkhjBkd3BNUBvq2Zj9Ac5s0otsEqIU6OSwDg9oG/oEf1M39Ev9MdfcxVVjkEv+7j7Q61MvbEn11a//1cV4W6gd6z6Z88GujBX9aqw97RiBrcQQ33/0dOj1Xsr48VN+pJ+xf5f0EP6CW8Q97+JV8ty5Rk08APcP5/7JFifcdw7zuzybGvhfv0Vo3AdbsAEvvddWIBFWII2CGvEmrRmrNv2Y/ut/d7+MAy1rVpzFX4z++NPJAvFJg==</latexit>

H = �t
X

�=",#

⇣
c†0�c1� + h.c.

⌘
+ U

X

i=0,1

ni"ni#



1.3 3site- Hubbard
• 1.3 では三角形の頂点間を飛び回る電子を考える 

• 電子数を n=2 として斥力ポテンシャル U>0 を考える 
• 見た目は（比較的？）単純ながら結果は非自明となる 

• 1.3.1 ホッピング t < 0 で基底状態が完全強磁性になることを確かめよう 
• ヒント：S2 の値を見てみよう (output/zvo_phys_Nup1_Ndown1.dat) 

• 1.3.2 ホッピング t や斥力ポテンシャル U を変えてS2 の変化を調べてみよう 
• t > 0 にしてみよう 
• t01= t12 = t20/2 = -1 のもとで、U = 2, 4 の結果を比較してみよう 
• ヒント： trans.def を編集後、HPhi -e namelist.def で実行
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<latexit sha1_base64="0i55cvnYn506IldM860J4RRIVgc=">AAADSHichVFNa9RAGH6T+lHXj671IngJLpWKa5gsxYpQKHqpt364baFTw2R2Njs0X0wm264hf8A/4MGTgoj4M7yIdw89exIvQoUiePDdbGRb68eEZJ73med588yMlwQy1YTsG+bEqdNnzk6eq52/cPHSVP3y9HoaZ4qLNo+DWG16LBWBjERbSx2IzUQJFnqB2PB2HgzXN/pCpTKOHulBIrZD5keyKznTSLn1TzRkusdZkC8V1oJ1W1s0zUI3p6n0Q4YMzRKmVLzbpJ14NyphYdFAdPUsd3My0hWPaYf5vlAWck7FWbeOVkcVrWOK1h8UZKygWuzpvGdzu6BK+j19E8l2FVMukKbTbBVWhPhX1KIsxnHdeoPYpBzWSeBUoAHVWI7rr4FCB2LgkEEIAiLQiANgkOKzBQ4QSJDbhhw5hUiW6wIKqKE3Q5VABUN2B78+VlsVG2E97JmWbo5/CfBV6LRghnwkb8gBeU/eks/kx1975WWPYZYBzt7IKxJ36unVtcP/ukKcNfTGrn9m1tCFu2VWidmTkhnugo/8/SfPDtburc7kN8hL8gXzvyD75B3uIOp/469WxOpzqOEFOL8f90mw3rKdO/bcylxj8X51FZNwDa7DLJ73PCzCEixDG7jx0IiNPWNgfjC/mofm95HUNCrPFTg2JsyfN43gAA==</latexit>

H = �t
X

�=",#

⇣
c†0�c1� + c†1�c2� + c†2�c0� + h.c.

⌘
+ U

X

i=0,1,2

ni"ni#



1.4 ハイゼンベルグ鎖
• 1.4 では鎖上に並んだスピンを考える 

• 流石に L = 16 とすると手では対角化できない 
• 1.4.1 S=1/2 の基底エネルギーを求めてみよう 
• 1.4.2 励起状態のエネルギーを求めてみよう 
• 1.4.3 エネルギーギャップの L 依存性を調べてみよう 
• 横軸をx=1/L にしたとき x=0 が熱力学的極限 

• 1.4.4 S=1 で同様にやってみよう 
• S=1/2 と S=1 とでどのような変化があるか？ 
• 扱えるサイト数が小さくなることに注意
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<latexit sha1_base64="//rMmXZbXnafkSiSev3woha70Fw=">AAACrXichVFNS9xAGH5MbdXV1q1ehF6CiyIUthORtgiCtJel9KCuq4LRkMyO6+Dkg2R2YRvyB/wDPfSkICJC/4SX/oB68NDeS48Weumh72YDRaXtGzLvM8+8zzvPzHiRkolm7GrAuDd4/8HQ8EhpdOzho/Hy44mNJGzHXDR4qMJ4y3MToWQgGlpqJbaiWLi+p8Smd/C6t77ZEXEiw2BddyOx47utQO5J7mqinHLN9l29z12V1jJzyXxj2knbd1K5ZGW7b03bC1Uz6fqU0nrmSNPmzVDfplP51MqccoVVWR7mXWAVoIIiVsLyKWw0EYKjDR8CATRhBRcJfduwwBARt4OUuJiQzNcFMpRI26YqQRUusQc0tmi2XbABzXs9k1zNaRdFf0xKEzPskp2xa/aJnbNv7Ndfe6V5j56XLmWvrxWRM344Vf/5X5VPWWP/j+qfnjX28DL3Ksl7lDO9U/C+vvPu/XV9cW0mnWXH7Dv5P2JX7IJOEHR+8JNVsfYBJXoA6/Z13wUb81XreXVhdaGy/Kp4imE8wTTm6L5fYBk1rKBB+37EZ3zBV+OZ0TBsY7dfagwUmkncCKP1G2YBpm0=</latexit>

H = J
LX

i=1

Si · Si+1
<latexit sha1_base64="FmXU1E2ghL8maVyCGqzCPygEjX4=">AAACjHichVG7SgNBFD2u76gxaiPYBIMPEMJEgooiiIJYWKgxJhAl7G4mOrgvdjeBuOQHBGsLKwURsbTVysYfsPATxFLBxsKbzYKYoN5l5545c8+dMzOKpQnHZey5RWpta+/o7OoO9fT2hfsjA4M7jlmyVZ5WTc20s4rscE0YPO0KV+NZy+ayrmg8oxyu1NYzZW47wjS23YrF93R53xBFocouUfnIxK5iagWnolPyUtW8iC5GGyhPTK1X85EYizM/os0gEYAYgtgwI1fYRQEmVJSgg8OAS1iDDIe+HBJgsIjbg0ecTUj46xxVhEhboipOFTKxhzTu0ywXsAbNaz0dX63SLhr9NimjGGNP7Jq9sUd2w17Y56+9PL9HzUuFslLXcivffzyc+vhXpVN2cfCt+tOziyLmfK+CvFs+UzuFWteXj07fUvNbY944u2Cv5P+cPbMHOoFRflcvN/nWGUL0AInG624GO9PxxEw8uZmMLS0HT9GFEYxiku57FktYwwbStO8JbnGHeyksJaUFabFeKrUEmiH8CGn1C5LkmW8=</latexit>

Si = Si+L



1.5 J1-J2 正方格子ハイゼンベルグ
• 1.5 では正方格子上に並んだスピンを考える 

• <i,j> は最近接ペア、 <<i,j>> は次近接ペア (対角線上) 
• 2次元系の基本的な模型かつフラストレートスピン系の基本的な模型 
• J2/J1 の値に応じて基底状態の相が移り変わる（量子相転移） 

• 1.5.1 基底状態のスピン構造因子を計算しよう 
• J2/J1 = 0,1 のそれぞれでピークの波数はどうなるだろうか？ 
• gnuplot では splot "Sq_eigen0.dat" with surface とすると見やすい 

• 1.5.2 励起状態のスピン構造因子を計算しよう
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<latexit sha1_base64="RRfdXPdLuRyOV3O0FTQKCHO5IxM=">AAADI3ichVHNShxBEK6Z+G/UNV6EXBo3SiBx6RFJgiBIchFP6roqODL09Lbabs8PM70Lm2FewBdQyEnBQ8gbePUSyE2SgwcfIOSokEsIqZ0dCK6oNUxX1df1fV1FuaGSsab00jCfdHX39Pb1Dww+HRoeKYw+W4+DesRFhQcqiDZdFgslfVHRUiuxGUaCea4SG27tQ+t+oyGiWAb+mm6GYttju77ckZxphJzCke0xvceZShZTMk/IkmMRO657TmK7EasJncjX+2lqu4Gqxk0PXVJOHUlsXg006YD3ySsUmOkQuCWUdnLuk3IKRVqimZG7gZUHRchtOSicgQ1VCIBDHTwQ4IPGWAGDGL8tsIBCiNg2JIhFGMnsXkAKA8itY5XACoZoDc9dzLZy1Me8pRlnbI6vKPwjZBKYpD/oZ3pNv9Iv9Cf9c69Wkmm0emmid9tcETojB+Pl34+yPPQa9v6zHuxZww68y3qV2HuYIa0peJvf+Hh4XZ5bnUym6An9hf0f00t6jhP4jRt+uiJWPz3Qj4tzM8wFaqa4JqtzKXeD9ZmS9aY0uzJbXHifL6wPnsMEvMStvIUFWIRlqOArf40XxrRRMk/Nb+aF+b1daho5ZwxumXn1Dy2Zzok=</latexit>

H = J1
X

hi,ji

Si · Sj + J2
X

hhi,jii

Si · Sj



1.6 エキスパートモード
• 任意の2スピン相互作用は次のようにかける 

• HΦでは係数テンソル J を任意に設定可能 
• もちろん 1スピン項（磁場）なども可能 
• ハバード模型では更に複雑に設定できる 
• i,j のつなぎ方を変えることで、任意の格子・クラスターを表現可能 
• スタンダードモードは代表的な模型・格子に関するエキスパートモード表現を
自動生成している 

• 1.6.1 いろいろな模型を考えてみよう 
• あなたの研究対象はどのように表現できるだろうか？
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<latexit sha1_base64="lo3Ga5cygGSjNtdO3JZJwDo3/Q0=">AAAC43ichVFNSxxBEH1OPvxK4ia5CLkMLoYcZOkNEoMgSLxITupmdcFxh55J67b2fDDTu2CG+QPxFgIeJIcEchD/QQ5evOQPePDuRSS5GMjFg7UzA6ISU8N0v3pVr7qKckIlY83YUY9x5+69+719/QODDx4+Gio9frIYB+3IFXU3UEHUcHgslPRFXUutRCOMBPccJZacjZlufKkjolgG/ju9GYoVj6/5clW6XBNllxqWx3XL5SqZTc0p07Titmcncmw9zZHFVdjiY5YjNE/Nt3moeY2u2bKZMwTXmxlrl8qswjIzb4JqAcoobC4o/YCF9wjgog0PAj40YQWOmL5lVMEQEreChLiIkMziAikGSNumLEEZnNgNOtfIWy5Yn/xuzThTu/SKoj8ipYlRdsh22Rn7yfbYCTv/Z60kq9HtZZNuJ9eK0B76OFz7+1+VR7dG61J1a88aq3id9Sqp9zBjulO4ub7zYfusNrkwmjxn39gp9f+VHbEDmsDv/HG/z4uFnVv6cWhuTr6gmimtqXp9KTfB4stK9VVlfH68PP2mWFgfnmEEL2grE5jGLOZQp1f2cYxf+G0IY8v4ZHzOU42eQvMUV8z4cgFB7bWp</latexit>

H =
X

i,j

X

↵,�

J↵,�
i,j S↵

i S
�
j



1.7 固有ベクトル
• 厳密対角化法の利点として、固有状態そのものが得られるということがある 
• 波動関数そのものが得られるため、相関関数やトポロジカル物理量などい
くらでも計算できる 

• 1.7.1 S=1/2, L=8 の反強磁性ハイゼンベルグスピン鎖の基底状態と第一励起
状態が直交していることを数値的に確かめよう
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チュートリアル一覧
• 2 章 有限温度計算 
• 2.1 ハイゼンベルグ鎖 
• 2.2 Kitaev 模型（発展課題）
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2.1 ハイゼンベルグ鎖の有限温度計算
• 2.1.1 全対角化を用いた有限温度計算 
• すべての固有エネルギーがわかっているので、カノニカル平均の定義どおり
に重みつき平均をとればよい (Finite.py) 

• 2.1.2 mTPQ 法による有限温度計算 
• 熱的純粋量子状態 (TPQ state) を使うとLanczos や CG と同様のコストで
有限温度計算が可能 
• 初期ベクトルを変えた複数の計算が必要なので定数倍の時間はかかる 
• AveSSrand.py 

• 全対角化の結果と比較してみよう 
• 2.1.3 有限温度帯磁率計算 
• Sz のゆらぎから帯磁率が計算できる 
• AveFlct.py
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2.1 ハイゼンベルグ鎖の有限温度計算
• 2.1.4 cTPQ 計算 
• スタンダードモードで実行するには develop 
ブランチのHPhi が必要 

• 再インストールしたくない場合 
• stan4.in の method を TPQ に変更 
• HPhi -sdry stan4.in で入力ファイルを作成 
• calcmod.def の CalcType を 5 に変更 
• HPhi -e namelist.def を実行 

• mTPQ は温度が揺らぐが、 cTPQ は確定して
いるのが大きな違いのひとつ
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チュートリアル一覧
• 3 章 実時間発展 
• 3.1 ハバード模型のクエンチダイナミクス 
• 3.2 横磁場イジング模型の動的相転移（発展課題）
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3.1 ハバード模型の実時間発展（クエンチ）
• 実時間発展演算子 exp(-itH) をかけることで実時間発展を実現 
• 初期状態として基底状態をCG 法で計算 (stan1.in) 
• EigenvecIO = "out" で固有状態ベクトルが保存される 

• 基底状態からスタートして実時間発展 (stan2.in) 
• 3.1.1 保存量 
• ノルムとエネルギーは保存量なので、クエンチダイナミクスでは不変 

• 3.1.2 非保存量 
• ダブロンは非保存量（ハミルトニアンと非可換）なので、時間発展で変化
する
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3.2 クエンチダイナミクスによる量子相転移観測
• クエンチ前後でハミルトニアンが同じ量子相に属するか否かでダイナミクスの
振る舞いが定性的に異なる 
• 量子相を分類可能 

• 横磁場イジング鎖 
• Γ/|J| < 0.5 で強磁性 (↑、↓の自発的対称性の破れ) 
• Γ/|J| > 0.5 で「常磁性」（x 方向に向く） 

• Γが 0.5 より小さい状態から0.5 より大きい状態にクエンチする 
• 磁化が振動するのが観測される

71

<latexit sha1_base64="TSm/jsGJhP13XFPXS3+a2wWIB/E=">AAACyHichVE9SyRBEH3O6enpea5ncmAyuHgIwtIjouIhiBcoRuq6Krg69IytNs4XM717rsMmF94fuMBIwUD8CRdeoKEGBv4EMVQwMbB2dsAv1Bqm+/WretVVXVbgyEgxdtGgfWhs+tjc8qm17XP7l45M59eFyC+FtijYvuOHSxaPhCM9UVBSOWIpCAV3LUcsWls/a/7Fsggj6XvzqhKIFZdveHJd2lwRZWZ+FF2uNm3uxFNVfUyfLkYl15R63pSrO7TGst+oEurXi5Pcdbn+yL9tZrIsxxLTXwIjBVmkNuNn/qGINfiwUYILAQ+KsAOOiL5lGGAIiFtBTFxISCZ+gSpaSVuiKEERnNgtWjfotJyyHp1rOaNEbdMtDv0hKXX0snN2yK7ZCTtil+zu1VxxkqNWS4V2q64Vgdnx51v+9l2VS7vC5oPqzZoV1jGS1Cqp9iBhal3YdX155+91fnSuN/7O9tkV1b/HLth/6sAr39gHs2Ju9416LOqb01lQTno5GpTxfCwvwcJAzhjKDc4OZscn0pG1oBs96KO5DGMcU5hBge7ZwzFOcaZNa4H2S6vUQ7WGVNOFJ6b9vgd5CKhP</latexit>
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チュートリアル一覧
• 4 章 動的な物理量 
• 4.1 動的構造因子 
• 4.2 ハバード鎖の光学応答（発展課題） 
• 4.3 ハイゼンベルグ鎖のスピン波（発展課題）
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4.1 動的スピン構造因子
• 動的構造因子を計算する 

• まず基底状態をCG 法で得る (stan1.in) 
• EigenvecIO = "out" で固有状態ベクトルが保存される 

• 演算子の種類や波数、振動数の範囲などを指定してスペクトル計算 (stan2.in)
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<latexit sha1_base64="YkETqNxrqbBoj8bvjH6wLwzxpe4=">AAADAXichVFLb9NAEB6bVxseDXBB4mIRFSUiidaoAoRUqSoHeqwb0laKg7V2J8kq64fsTaTW9Ykbf4ADJ5A4VFwQ1x658Ac4lH+AOBaJCwfGjgWCijLWeL/9dr7ZmR03kiJRjB1p+pmz585fmJuvXLx0+cpC9eq1zSScxB52vVCG8bbLE5QiwK4SSuJ2FCP3XYlb7vhRfr41xTgRYfBE7UbY9/kwEAPhcUWUU1WPnbTj7DXJs7q1XLcj0SRvNA079HHIG8ayYa/GfIwqj6u3rMa+LXGgerbP1cjjMl3LjFYZ/Qs4zLhjCBsVt2MxHKn+07RlZvt5BquROdUaa7PCjJPALEENSlsPq4dgww6E4MEEfEAIQBGWwCGhrwcmMIiI60NKXExIFOcIGVRIO6EopAhO7Jj+Q9r1SjagfZ4zKdQe3SLJY1IasMg+sQN2zD6yt+wL+/HPXGmRI69ll1Z3psXIWXh+o/P9vyqfVgWj36pTa1YwgAdFrYJqjwom78Kb6ad7L447DzcW09vsNftK9b9iR+wDdRBMv3lvLNx4eUo9LvXNaY+Uk16OBmX+PZaTYPNu27zXXrKWaiur5cjm4CbcgjrN5T6swBqsQ5fu+ayBNq9V9Gf6gf5Ofz8L1bVScx3+MP3wJ+0luow=</latexit>
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4.2 光学伝導度
• 励起状態を得るための演算子を自分で定義することで、より複雑なスペクトル
を計算可能 

• ハバード模型の光学伝導度は電流・電流相関として得られる 
• 電流は隣り合うサイト間のホッピングについて、向きに応じて符号を変え
ることで実現可能
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4.3 分散関係
• 波数を変えながらスペクトルを計算することで分散関係が得られる 
• S=1/2 反強磁性ハイゼンベルグ鎖のSzSz分散を計算してみましょう 
• des Cloizeaux Pearson モード
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