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概要

米国フェルミ国立加速器研究所 (FNAL) の実験によって、ミューオン異常磁気能率 (g − 2) の実験値と理論

値の不一致が追認され、標準模型の綻びを示唆する結果となった [1]。標準模型 (SM) の理論計算に関しては、

ミューオン g − 2 へ寄与するハドロン真空偏極 (HVP) の精密評価を目的とした MUonE 実験が提案され [2]、
理論値の精密化が期待されている。一方、標準模型を超えた物理 (BSM) の観点では、U(1)µ−τ ゲージ対称性

を持つ模型 [3–6] がミューオン g − 2 アノマリーを説明可能な有力な模型の一つとして今尚注目されており、

ミューオン g − 2 は SM、BSM 双方の文脈で活発な議論がされてきた。そんな中、筆者らは論文 [7] の中で、

将来的に MUonE 実験によって U(1)µ−τ ゲージボゾンをミューオン g − 2 favored な領域を含むパラメータ

領域で探索できることを示した。本修士論文はこの仕事に基づき、MUonE 実験の本来の目的 (HVP の精密測

定) と、我々による新しい提案 (U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索) をまとめ、MUonE 実験が SM 理論計算の精

密化と BSM 探索という二重の役割を果たせることを示す。
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第 1章

序論

ミューオンの異常磁気能率 (g−2) は、米国ブルックヘブン国立研究所 (BNL) による測定値が理論値より

3σ 以上離れた結果であったため、標準模型 (SM) の綻びではないかと注目されていた [8]。その後、米国フェ

ルミ国立加速器研究所 (FNAL) において行われた再測定の最初の結果が 2021 年 4 月に公表され、大きな注目

を集めた。結果の内容は BNL の実験値を支持するものであり、二つの実験値の平均を取ると、理論値との差

は 4.2σ まで達した [1]。この理論値と実験値の乖離を俗にミューオン g − 2 アノマリーと呼ぶ。

さて、このアノマリーから示唆される可能性として次の 3 つが考えられる。一つ目はミューオン g − 2 の測

定に誤りがある可能性、二つ目はミューオン g − 2 の理論計算に誤りがある可能性、そして三つ目は標準模型

を超えた物理 (BSM) が関与している可能性である。

一つ目の測定に誤りがある可能性については、冒頭でも述べたようにフェルミ研究所の結果が BNL の結果

を追認したため、その線は薄くなったと言えるだろう*1。

続いて理論計算に誤りがある可能性だが、標準的に理論値として用いられる White Paper [10] で合意され

た値は、実験と比肩するほどの精度で得られているものの、全く問題がないわけではない。特に重要視されて

いる課題として、ミューオン g − 2 に対するハドロンの真空偏極 (HVP) の寄与の不確かさが大きいことが知

られている。White Paper の合意値では、HVP の非摂動部分を e+e− → hadrons 過程の実験値を用いて計

算する手法が採用されているが、実はこの実験値自体が持つ誤差が他と比べ支配的に大きく、計算精度を高め

る上で障害になっている。また、HVP の寄与についてはもう一つ厄介な事情があり、先述した散乱過程の測

定値を用いる現象論的な方法で得た結果と、lattice 計算を用いる方法で得た結果が一致せず、理由は不明なが

ら 2.1σ 程の隔たりが生じている [11]。本来一致すべき SM の理論計算の間に乖離が生まれているため、理論

計算の誤りの可能性は否定できないだろう。一方で、HVP に関するこれらの課題を改善しようとする動きも

あり、HVP の寄与の精密計算を目的とする MUonE 実験が提案され、Letter of Intent が 2019 年に提出され

た [2]。MUonE 実験では µe→ µe弾性散乱を測定することで、HVP の Leading Order (LO) の寄与を現象

論的な方法で精密に決定できることが期待されている。

最後に、三つ目の可能性についてであるが、ミューオン g − 2 に BSM が影響するシナリオは、BNL の測

定結果が出た当初から盛んに議論されてきた。例えば、超対称性 (SUSY) 模型 [12–15] やレプトクォーク模

型 [16–18]、アクシオン様粒子 (ALPs) [19–22] などは、2021 年現在でもミューオン g − 2 アノマリーを説明

可能な模型として、理論、実験双方による精力的な議論、探索が行われている*2。

*1 2024 年から、J-PARC でもミューオン g − 2 の測定が開始される予定である [9,10]。
*2 SMに dark photonを加えた模型など、BNL実験当初はミューオン g − 2 アノマリーを説明可能だったが、その後の実験によっ

て可能性が棄却された模型も存在する [23–26]。
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本修士論文では、そんな数あるミューオン g − 2 アノマリーを説明するシナリオの中でも、特に SM に

U(1)µ−τ ゲージ対称性を付け加えたモデル [3–6] に注目する。U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型は、ミュー

オン g − 2 アノマリーの文脈 [27–30] の他に、ニュートリノセクター関連の研究 [31–33] や、暗黒物質の説

明 [34–38] など、様々な動機を元に議論がされており非常に興味深い。しかし、実験では U(1)µ−τ ゲージボ

ゾンの兆候が未だに見られないという現状がある。U(1)µ−τ ゲージボゾンは電子やクォークと直接結合しな

いため、実験による制限が難しく、これまでミューオン g − 2 アノマリーを説明可能なパラメータ領域の中

で棄却済みの領域は一部に留まっていた。そんな中、筆者らは論文 [7] の中で、将来的に MUonE 実験によっ

て U(1)µ−τ ゲージボゾンをミューオン g − 2 favored な領域を含むパラメータ領域で探索できることを示し

た。本修士論文はこの仕事に基づき、MUonE 実験の本来の目的 (HVP の精密測定) と、我々による新しい提

案 (U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索) をまとめ、MUonE 実験が SM 理論計算の精密化と BSM 探索という二重

の役割を果たせることを示す。

本修士論文の構成は以下の通りとなっている。第2章では導入として、ミューオン異常磁気能率 (g − 2) の
基本事項を整理する。White Paper の理論値と実験値との間に乖離があることを確認し、中でも HVP の理

論値は誤差が大きい上に、lattice 計算との間にも隔たりがある現状を確認する。次に第3章では、ミューオン

g − 2 の理論値の中でも、HVP の効果が現象論的にどのように計算されているかを概観する。そして、White
Paper で採用されている方法と、MUonE 実験で採用される予定の手法を比較し、後者の方が誤差を小さく

できうることを見る。続く第4章では MUonE 実験のセットアップや運動学を概説し、MUonE 実験における

HVP の寄与の決定方法について、提言 [39] の中で示された戦略を述べる。第5章ではミューオン g− 2 に影響

する BSM スケールについて簡単に導入した後、今回注目する U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型の性質につ

いて紹介し、最後にメインパートである第6章では、MUonE 実験と新物理探索について議論する。まず、先行

研究では MUonE 実験による BSM の検証について否定的な結果が出ていたこととに触れる。そして著者らの

研究 [7] では先行研究では考えられていなかった別の過程に注目することで、MUonE 実験による U(1)µ−τ ゲ

ージボゾン探索を適切な選択基準を課すことで行うことが可能であることを結論づける。
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第 2章

ミューオン異常磁気能率の理論

本章では論文全体の準備としてミューオン異常磁気能率 (g − 2) の理論の基礎についてまとめる。まず、

g − 2 の基本事項について簡単に導入し、次に場の量子論 (QFT) における g − 2 の一般的な内容を整理する。

その後、White Paper [10] で提示された SM におけるミューオン g − 2 の予言値とその内訳を紹介し、実

験値との間に差があることと、ハドロンの真空偏極 (HVP) の効果は誤差が大きいことを確認する。最後に

HVP の寄与について、White Paper の計算結果と、Budapest-Marseille-Wuppertal (BMW) グループによ

る lattice 計算の結果の間に乖離が存在する現状を軽く触れ、HVP の寄与の重要性を説く。

2.1 異常磁気能率の概要

磁気能率 (または磁気モーメント) µ⃗とは、磁気的な性質を特徴づける量であり、外部磁場との相互作用項

の一部としてハミルトニアンに
H = −µ⃗ · B⃗, (2.1)

の形で現れる*3。今、外部磁場とレプトン lが持つスピンとの相互作用に注目しよう。すると、磁気能率 µ⃗l は

次のように表せる。
µ⃗l = gl

e

2ml
S⃗. (2.3)

ここに、ml はレプトンの質量、S⃗ ≡ σ⃗
2 (σ⃗ はパウリ行列) はスピン演算子で、gl は g 因子と呼ばれる量である。

この g 因子はディラック方程式で計算すると丁度 gl = 2 になるが (付録 A参照)、後述するように QFT では

ループ補正によってその値は 2 から僅かにずれる。この差がいわゆる異常磁気能率 (g − 2) であり、慣習的に

2 で割ったもの

al ≡
gl − 2

2
, (2.4)

を異常磁気能率 (g − 2) と定義する。

この al は観測量なので、精密な実験を行うことで理論の予言値と比較し、理論を検証することができる。例

*3 例えば古典電磁気学の範囲で考えると、軌道運動する荷電粒子が持つ磁気能率は

µ⃗ =
q

2m
L⃗, (2.2)

である。ここに q,mは荷電粒子の電荷及び質量、L⃗は角運動量ベクトルである。
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えば、電子の g − 2 は理論、実験、ともに非常に高精度で求められており、SM の予言値及び実験値は

ae,SM = 1159652182.032, (13)QED(12)had(720)α(Rb) × 10−12, (2.5)
ae,exp = 1159652180.73(28)× 10−12, (2.6)

が知られている [40–42]。ただし、() 内の数字は 1σ の不確かさを表し、一行目の ()QED は QED の理論計算

の不確かさ、()had はハドロン過程由来の不確かさ、()α(Rb) は微細構造定数 αの値からくる不確かさである*4。

両者の差は
ae,exp−ae,SM = (−13.0± 7.7)× 10−13, (2.10)

(1.7σ) で、今のところ電子の g − 2 に関しては、SM と実験の間に矛盾はないと言えるだろう。一方、ミュー

オン g − 2 の場合は SM の予言値と実験値の間に大きな差があることが知られている。White Paper で採択

された SM の予言値 aµ,WP と、実験値の平均 aµ,exp はそれぞれ

aµ,WP = 116591810(43)× 10−11, (2.11)
aµ,exp = 116592061(41)× 10−11, (2.12)

であって [1, 10]、両者の差は
aµ,exp−aµ,WP = (25.1±5.9)×10−10, (2.13)

と、4.2σ の隔たりがある。これがミューオン g − 2 アノマリーであり、新物理の兆候ではないかと注目されて

いる。

2.2 場の量子論 (QFT)における異常磁気能率
この節では、場の量子論 (QFT) において異常磁気能率 (g− 2) の寄与がどのように現れるかを確認する。簡

単のためパリティが保存している理論を考える。

*4 微細構造定数 α の値を決定する流儀として、電子の g − 2 の測定値を使う方法と、原子反跳測定を利用する方法がある。今回
ae,SM の値を引用した文献 [40] では、ルビジウム 87 原子反跳から α を決めている。また、後述の aµ,WP を引用した White
Paper [10] の計算ではセシウム原子反跳で決めた値を使用している。
尚、それぞれの流儀で求めた αを列挙すると

α−1(Rb) = 137.035998995(85), (2.7)
α−1(Cs) = 137.035999046(27), (2.8)
α−1(ae) = 137.0359991491(15)QED(14)had(330)exp, (2.9)

である [40,43,44]。他と比較すると α−1(Cs) は最も誤差が小さい。
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f

<latexit sha1_base64="hbhOJBg32LhquCDvJAhHaeS5JLk=">AAAEj3icjVNNTxNBGH4LqyJ+QPFCwqXaQDxtpoSI8WAavMCNggUS2pDd7bRM2K/sTmtgwx/Aq8aDJ0w8EP+CNy78AQ/8BOMREy8efGZ2qXy4xdnszvs+M8/78eyMHboiloydFoaGjVu374zcHb13/8HDsfHixFocdCOH153ADaIN24q5K3xel0K6fCOMuOXZLl+3d16p9fUej2IR+K/lbsibntXxRVs4lgRUC7fGy8xkepSuG5XMKFM2loNi4Ss1qEUBOdQljzj5JGG7ZFGMZ5MqxCgE1qQEWARL6HVO+zQKbhe7OHZYQHfw7cDbzFAfvooZa7aDLC7eCMwSTbNv7IidsRP2hX1nv3NjJTqGqmUXs51yebg1djC5+utGlodZ0vZf1sCaJbXpua5VoPZQI6oLJ+X39j6crb5YmU5m2Cf2A/UfslN2jA783k/nc42vfBxQj42+LfgcMfOVS4Cl2m/Daw3UOO6rK2gPc6qxpevliKK4iu3De6PV97QePuImwG0w9zNL/ZlWX+MgY+dzW/1O1AlpakydiTYwE3a6mlAZq0q7Bj3GG6HSDjqT2lbROhdOUn6uVLt/5Wpotc7jqCwl3Y/af579Yl7zP3Pldzco4+Wub+gZd7Vy9WZeN9Zmzcozc642V64uZLd2hKboCT1Fjnmq0iItU13/8bf0jt4bRWPeeGlU061DhYzziC4NY+kP99j1RQ==</latexit>

p
<latexit sha1_base64="APYwKnIEhDKXI0VskMe4dkImh+E=">AAAEkHicjVO7btRAFD0bDITwyIMGiWZhFaCyZlEEEQ0BGkSVbNgkUnYV2d7ZjRW/ZHsXJVZ+ANECBRVIFIhfoKPhByjyCYgySDQUnBk7S0LwhrHsuffMnPs4nrEjz01SIfYqY6eM02fOjp+bOH/h4qXJqemZlSTsx45sOqEXxmu2lUjPDWQzdVNPrkWxtHzbk6v21iO1vjqQceKGwdN0O5Jt3+oFbtd1rJRQI7q5MVUTptCjetyoF0YNxVgMpyuf0EIHIRz04UMiQErbg4WEzzrqEIiItZERi2m5el1iFxPk9rlLcodFdIvfHr31Ag3oq5iJZjvM4vGNyaxiVnwVH8S++CI+im/iV2msTMdQtWxztnOujDYmn19Z/nkiy+ecYvMPa2TNKbqY17W6rD3SiOrCyfmDndf7y/cas9kN8U58Z/1vxZ74zA6CwQ/n/ZJsvBlRj82+LfqSMcuVy4jl2m/S64zUOBmq62KHc66xpeuVjKK4ih3Qe6bV97UeAeNmxG0ydwtL/ZnOUOOwYJdzO8NO1Alpa0ydiS4xk3a+mqHGVaVdC9f4xqy0x85SbatovUMnqTxXrt2/crW0WgdxVJaq7kftP8h+OK/5n7nKuxuV8WjXJ/TMu1r/+2YeN1Zum/U75tzSXG3hYXFrx3EV13GLOe5iAY+xiCY76eIFXuKVMWPMG/eNB/nWsUrBuYwjw3jyG8Jv9XY=</latexit>

p0

<latexit sha1_base64="I/ovVgFnk4YqP9TksD3djQ4JX24=">AAAEpXicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUhIbEJRAVW1gRVgFgV2LBB6itppSZYtjNJRvVL9iSotfwD/AALVkViAf0Fdmz4ARb9BMSySGxYcGbshpbilLHsuffMnPs4nnEiTySSsf3K1Bnj7Lnz0xdmLl66fGW2One1lYTD2OVNN/TCeMOxE+6JgDelkB7fiGJu+47H152tZ2p9fcTjRITBmtyOeMe3+4HoCdeWgKzq9SdW2vaH2Ut8bTmI/dT1ssyq1pnJ9KidNBqFUadiLIVzlU/Upi6F5NKQfOIUkITtkU0Jnk1qEKMIWIdSYDEsodc5ZTQD7hC7OHbYQLfw7cPbLNAAvoqZaLaLLB7eGMwazbOv7AM7YF/YHvvGfpXGSnUMVcs2Zifn8siafX1j9eepLB+zpMEf1sSaJfXoka5VoPZII6oLN+ePdt4crD5emU/vsHfsO+rfZfvsMzoIRj/c98t85e2Eehz0bcPniFmuXAos134ArztR42SsrqAdzLnGtq6XI4riKnYA75VW39d6BIibAnfAzApL/ZnuWOOwYJdzu+NO1AnpaEydiR4wE3a+mlIdq0q7Nt3CG6PSPjqT2lbR+kdOUnmuXLt/5WprtQ7jqCw13Y/af5j9aF7zP3OVdzcp4/GuT+kZd7Xx9808abTum40H5sLyQn3xaXFrp+km3aZ7yPGQFuk5LVETnaS0Sx9pz7hrvDDWjFa+dapScK7RsWFYvwE75P6m</latexit>

Acl
µ

<latexit sha1_base64="7zhG8ezteaCQiAVHgFPg1D+E3zE=">AAAEj3icjVNNTxNBGH4Lq3z4AcULiZdqg/G0mRoihINp5II3ChZIaEN2t9MyYb/YndbAhj+gV4gHT5pwIP4Fb178Ax74CcYjJl48+MzsUkHc4mx2532fmef9eHbGDl0RS8ZOC0PDxo2bI6Nj47du37k7MVmcWouDbuTwuhO4QbRhWzF3hc/rUkiXb4QRtzzb5ev2zqJaX+/xKBaB/1LuhbzpWR1ftIVjSUC13a3JMjOZHqWrRiUzypSN5aBY+EQNalFADnXJI04+SdguWRTj2aQKMQqBNSkBFsESep3TAY2D28Uujh0W0B18O/A2M9SHr2LGmu0gi4s3ArNEM+wrO2Fn7Av7yL6xX7mxEh1D1bKH2U65PNyaeD29+vNalodZ0vYf1sCaJbVpXtcqUHuoEdWFk/J7+2/PVhdWZpJH7AP7jvrfs1P2GR34vR/OcY2vvBtQj42+LfgcMfOVS4Cl2m/Daw3UOO6rK2gfc6qxpevliKK4iu3De6XV97QePuImwG0wDzJL/ZlWX+MgY+dzW/1O1AlpakydiTYwE3a6mlAZq0q7Bj3AG6HSDjqT2lbROhdOUn6uVLt/5Wpotc7jqCwl3Y/af579Yl7zP3Pldzco4+Wur+kZd7Xy9828aqw9MStPzdnabLn6PLu1o3SfHtJj5JijKi3RMtX1H39Dh3RkFI0545lRTbcOFTLOPbo0jBe/AfwD9UY=</latexit>

q

図2.1 g − 2 に寄与する、フェルミオン f と、古典的な外場 Acl
µ の vertex ダイアグラム。摂動最低次

(tree) では g 因子は 2 になるが、ループ補正によって 2 からずれる。

(異常) 磁気能率は図 2.1のような質量mf のフェルミ粒子 f と古典的な外場 Acl
µ の vertex のダイアグラム

から生じる。この相互作用における散乱振幅は、外場が静的な場合、

iMδ(p′0 − p0) = −ieū(p′)Γµ(p′, p)u(p)Ãcl
µ (p

′ − p), (2.14)

で与えられる。ここに、Ãµ(p′ − p) は Aµ(x) をフーリエ変換したものである。ローレンツ共変性とパリティ

対称性から、Γµ(p′, p) の構造は以下のように限定される。

Γµ(p′, p) = γµA(q2) + (p′µ + pµ)B(q2) + (p′µ − pµ)C(q2). (2.15)

ただし、q ≡ p′ − pで、A(q2), B(q2), C(q2) は q2,mf にのみ依存する係数である。また、/p
′, /pの因子はディ

ラック方程式を使えば質量mf に置き換えることができるため、変数としては出てこない。

今、Ward-高橋恒等式 qΓ = 0 とディラック方程式 ū(p′)/qu(p) = 0 から、C = 0 である。加えて Gordon
恒等式

ū(p′)γµu(p) = ū(p′)

[
(p′µ + pµ)

2mf
+
iσµνqν
2mf

]
u(p), (2.16)

を使えば p′µ + pµ を消去できる (ただし、σµν ≡ i
2 [γ

µ, γν ] である)。以上を踏まえると Γµ(p′, p) の形は

Γµ(p′, p) = γµF1(q
2) +

iσµνqν
2mf

F2(q
2), (2.17)

に限定される*5。ここで導入された F1(q
2), F2(q

2) を形状因子 (form factor) と呼ぶ。例えば、摂動の最低次

(tree) では Γµ = γµ なので、F1(q
2) = 1, F2(q

2) = 0 となる。摂動の高次を計算する場合は F1(q
2) について

繰り込み条件を課さなければならない。以下、繰り込み条件として F1(q
2 = 0) = 1 を課す*6。

*5 パリティは破るが CP を保存する相互作用がある場合には

Γµ(p′, p) = γµF1(q
2) +

iσµνqν

2mf
F2(q

2)− (q2γµ − 2mf q
µ)γ5F3(q

2), (2.18)

の形になる。CP を破る相互作用がある場合は、さらに σµνqνγ5F4(q2) が追加で現れる。
*6 繰り込み可能な理論であれば、F2(q2 = 0) は有限で繰り込み条件を考える必要はない。これは次のように理解できる。まず

式 (2.17) 右辺第二項目に寄与する相互作用は、ラグランジアンで表すと質量次元が 5 の高次元演算子 (Higher dimensional
operator) として現れる (footnote *7参照)。そして、繰り込み可能な理論ではこの項に対応する couter term は存在しない。故
に F2(q2 = 0) は必ず有限であり、繰り込みを必要としない。
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さて、これらの形状因子が (異常) 磁気能率とどのように結びついているかを確認していこう。今興味があ

るのは磁場との相互作用なので、外場として Acl
µ (x) = (0,Acl(x)) を考える。外場が空間成分のみを持つ時は

式 (2.14) より

iM = ieū(p′)

[
γiF1(q

2) +
iσiνqν
2mf

F2(q
2)

]
u(p)Ãcl

i (q), (2.19)

と表すことができる。ここに、運動量空間では Ãcl
µ (q) = (0, δ(q0)Ãcl(q)) であることと、空間成分の添字の上

げ下げから (-1) が出てくることに注意せよ。さらに、磁気能率との関係を見やすくするために Gordon 恒等

式 (2.16) を使って γi を消去すると

iM|q2→0 = ieū(p′)

[
(p′i + pi)

2mf
F1(0) +

iσiνqν
2mf

{F1(0) + F2(0)}
]
u(p)Ãcl

i (q), (2.20)

を得る。ただし、古典的な外場は on-shell なので q2 → 0 に取った。

ここで、式 (2.20) 右辺括弧の中の第二項 ieū(p′) iσ
iνqν

2mf
[F1(0) + F2(0)]u(p)Ã

cl
i (q) に注目してみよう。この

因子の非相対論的極限をとると、磁気能率に対応する項が現れることがすぐに分かる*7。

実際、非相対論的な場合には u(p) は p の一次までで

u(p) ≃
√
m

(
(1− p · σ/2mf )ξ
(1 + p · σ/2mf )ξ

)
, (2.22)

と展開できるから、これを使うと次のような式変形を経て磁場とスピンの相互作用を導くことができる。

ieū(p′)
iσiνqν
2mf

[F1(0) + F2(0)]u(p)Ã
cl
i (q)

→ e

2mf
2 [F1(0) + F2(0)]

(
2mξ†

σk

2
ξ

)(
−iϵijkqjÃcl

i

)
=

e

2mf
2 [F1(0) + F2(0)] ⟨Sk⟩ B̃k. (2.23)

ここに、⟨Sk⟩ ≡ 2mξ† σ
k

2 ξ, B̃k(q) = −iϵijkq
jÃcl

i である。また式変形の途中で σµν のカイラル表示を用いた。

σ0i = i

(
σi 0
0 −σi

)
, σij = ϵijk

(
σk 0
0 σk

)
. (2.24)

さて、前節でも述べたように、磁気能率 µ⃗は磁場とスピンの相互作用としてH = −µ⃗ · B⃗ の形で現れるのであ

った。ここに、フェルミオン f の磁気能率 µ⃗f はスピン S⃗ を用いて次のように書ける。

µ⃗f = gf
e

2mf
S⃗, (2.25)

この µ⃗f の表式と式 (2.23) を見比べると、QFT における g 因子が

gf = 2 [F1(0) + F2(0)] = 2 + 2F2(0), (2.26)

*7 この (異常) 磁気能率を与える因子は有効ラグランジアンの言葉で書くと、質量次元が 5 の高次元演算子 (Higher dimensional
operator) として現れる。

Lint = −
egf

4mf
ψ̄fσ

µνψfFµν , (2.21)

ただし ψf はフェルミオン f の場で、gf = 2 [F1(0) + F2(0)] はフェルミオン f の g 因子である。
また余談ではあるが、{γ0σµν , γ5} = 0なので、この相互作用 Lint の前後では、フェルミオン f のカイラリティが反転する (カ

イラリティフリップ)。すなわち図 2.1のような g − 2 のダイアグラムを書いた時、始状態と終状態でカイラリティは互いに反対と
なる。
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で与えられることが分かる (繰り込み条件より F1(0) = 1 であった)。つまり、摂動の最低次 (tree) では

F2(0) = 0 なので g 因子は丁度 2 に等しくなるが、一般にはループからくる補正によって g 因子は 2 からシフ

トするのである。そこでフェルミオン f の異常磁気能率 af を

af ≡
gf − 2

2
(= F2(0)), (2.27)

として定義しておけば、これは量子補正の大きさを示す指標となる。

2.3 標準模型 (SM)の理論値
冒頭でも紹介したように、ミューオン g − 2 の理論値と実験値に差があることが改めてフェルミ研究所によ

って報告され、活発な議論がなされている。本節ではその現状を概観し、理論の観点から各過程の特徴につい

て簡単に整理する。そして、標準模型の予言値の中でも特にハドロン真空偏極 (HVP) の寄与が理論の精密化

の観点から課題とされている現状を述べる。

さて、繰り返しになるがミューオン g−2の理論値は White Paper に準拠すると次の値が知られている [10]。

aµ,WP = 116591810(43)× 10−11. (2.28)

この値は SM の各種相互作用からくる寄与が足し合わされたもので、相互作用毎に分解すると、

aµ,WP = aQED
µ + aEWµ + aHVPµ + aHLbLµ , (2.29)

として 4 種類の寄与に分別できる。ここに aQED
µ , aEWµ , aHVPµ , aHLbLµ はそれぞれ QED 過程、Electroweak 過

程、Hadronic vacuum polarization (HVP) 過程、Hadronic light by light (HLbL) 過程から来る g − 2 の寄

与である。

White Paper ではそれぞれの寄与の値と誤差が示されているが、並べて書くと以下の通りとなる。

aQED
µ = 116584718.931(104)× 10−11, (2.30)
aEWµ = 153.6(1.0)× 10−11, (2.31)
aHVPµ = 6845(40)× 10−11, (2.32)
aHLbLµ = 92(18)× 10−11. (2.33)

この一覧を見て、まず目を引くのは QED 由来の理論値の精密さである。これは、理論計算が摂動展開で 5 ル

ープまで計算されているためであり [45]、g − 2 の寄与の中で最も値が大きいにも関わらず、最も誤差が小さ

い。一方で、最も大きな誤差を出しているのは HVP 由来の寄与で、aµ,WP の不確かさの大部分を占めている。

また、その不確かさのほとんどは図 2.2のような HVP の Leading order (LO) ダイアグラムから来るもので

ある。
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図2.2 g − 2 に寄与する、HVP の LO ダイアグラム。

HVP 由来の不確かさが大きい主な理由は、aHVP,LOµ の計算に実験データを用いているため、実験由来の

誤差が含まれているからである。詳しくは次章で説明するが、HVP の寄与は非摂動的なハドロンの効果

を含むため、QED の場合のように単純に摂動展開して高次まで求めるという方法が使えない。そのため、

e+e− → hadrons の実験データを使って値が決定される。しかし、後述するように実験データに含まれる誤差

が大きいため、式 (2.32) で示したような誤差となる。

2.4 BMWの理論値
誤差が大きく理論計算の精密化の観点で課題となっている HVP の寄与だが、もう一つ言及しておくべき

問題がある。それは White Paper の計算結果と、Budapest-Marseille-Wuppertal (BMW) グループによる

lattice 計算の結果の間に乖離が生じていることである。BMW グループは HVP の LO 寄与 aHVP,LOµ につい

て、lattice 計算を用いて

aHVP,LOµ,BMW = 7075(55)× 10−11, (2.34)

を得た [11]。これは現象論的手法で決定した White Paper の値

aHVP,LOµ,WP = 6931(40)× 10−11, (2.35)

より、2.1σ 程大きな値である。当然、両者は計算手法こそ違えど同じ SM の予言値であるから、本来ならば等

しくなるべきである。しかし、現在理論計算の間でも差が生まれている状況にあり、その原因は未だ定かでは

ない。

一方で、HVP の寄与の精密計算を目的とする MUonE 実験が提案され、Letter of Intent が 2019 年に提出

された [2]。MUonE 実験では、実験データを用いる現象論的な方法で HVP の LO 寄与を精密に決定できる

ことが期待されており、同時に、理論の間に生じている隔たりの原因を解明する糸口としても注目されている。

MUonE 実験の詳細は後の第4章で述べる。
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第 3章

HVPの現象論的考察

本章ではミューオン g − 2 の理論計算を考える上で課題となっている HVP の Leading Order (LO) からの

寄与 aHVP,LOµ の現象論的計算についてまとめる。まず、White Paper [10] で用いられている手法について紹

介する。次に、別の表現として MUonE 実験の提案 [46,47] の中で取り上げられている計算方法について説明

し、最後に両者の方法を比較して後者の方法がより誤差を小さくできうることを述べる。

3.1 White Paperの方法
White Paper [10] では、HVP の LO からの寄与 aHVP,LOµ を計算するために、公式

aHVP,LOµ =
α2

3π2

∫ ∞

m2
π

K(s)

s
R(s)ds, (3.1)

が用いられている。この公式は古くから知られていた形であり [48, 49]、K(s), R(s) はそれぞれ

K(s) =

∫ 1

0

dx
x2(1− x)

x2 + (1− x) s
m2

µ

, (3.2)

R(s) =
σ0(e+e− → hadrons; s)

4πα2/3s
, (3.3)

で与えられる (導出は付録 B.1を見よ)。ここに、K(s) を Kernel function、R(s) を R-ratio と呼ぶ*8。また、

σ0(e+e− → hadrons; s) は重心エネルギーが
√
sの時の e+e− → hadrons 過程の bare な散乱断面積である。

R(s) は観測量であり、図 3.1のような実験データを用いることで数値的に値を知ることができる*9。実験で

知られている R(s) には sの上限が存在するが、K(s) は sに関して単調減少する関数なので、sの積分全体と

しては小さい sからの寄与が支配的であり、大きな sからの寄与はさほど重要ではない*10。

*8 R(s) の分母因子 4πα2/3sは、e+e− → µ+µ− 過程における散乱断面積の高エネルギー漸近形である。この過程は Bhabha 散
乱 (e+e− → e+e−) とは異なり、散乱の channel は s-channel のみである。

*9 式 (3.1) の積分範囲を見ると明らかなように、常に s > 0 である。このため、用いる実験データは s-channelの過程である。次節
で導入する MUonE 実験の方法では、常に負の変数 t < 0 を定義して、t-channel の実験データを使用する。

*10 K(s)R(s)/s ∝ K(s)σ0(e+e− → hadrons; s) なので、K(s) が sに関して単調減少ならば σ0(e+e− → hadrons; s) のデータ
のうち、積分の中で支配的なのは小さい sの部分である。
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49. Plots of cross sections and related quantities 5

σ and R in e+e− Collisions
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Figure 49.5: World data on the total cross section of e+e− → hadrons and the ratio R(s) = σ(e+e− → hadrons, s)/σ(e+e− → µ+µ−, s).
σ(e+e− → hadrons, s) is the experimental cross section corrected for initial state radiation and electron-positron vertex loops, σ(e+e− →
µ+µ−, s) = 4πα2(s)/3s. Data errors are total below 2 GeV and statistical above 2 GeV. The curves are an educative guide: the broken one
(green) is a naive quark-parton model prediction, and the solid one (red) is 3-loop pQCD prediction (see “Quantum Chromodynamics” section of
this Review, Eq. (9.7) or, for more details, K. G. Chetyrkin et al., Nucl. Phys. B586, 56 (2000) (Erratum ibid. B634, 413 (2002)). Breit-Wigner
parameterizations of J/ψ, ψ(2S), and Υ(nS), n = 1, 2, 3, 4 are also shown. The full list of references to the original data and the details of
the R ratio extraction from them can be found in [arXiv:hep-ph/0312114]. Corresponding computer-readable data files are available at
http://pdg.lbl.gov/current/xsect/. (Courtesy of the COMPAS (Protvino) and HEPDATA (Durham) Groups, May 2010.)

図3.1 R-ratio の実験値。随所に現れているピークは共鳴状態で、ρ 中間子や ω 中間子、ϕ 中間子などの

ピークが見える。この図では見えづらいが ρ 中間子の山と ω 中間子のピークはほぼ重なっているので注意

せよ。図は PDG の HP https://pdg.lbl.gov/2021/hadronic-xsections/hadron.htmlからダウン

ロードが可能。

この手法は非摂動的な効果を実験データを使用することで計算できる便利さはあるが、欠点として実験由来

の誤差が大きいことが挙げられる。実際 White Paper で採用されている aHVP,LOµ の値は、実験からの誤差を

明記すると
aHVP,LOµ = 6931(28)stat(28)sys(7)others, (3.4)

である [10]。ここに、()stat は実験の統計誤差、()sys は実験の系統誤差を表す。式 (3.4) より、明らかに実

験誤差が aHVP,LOµ の不確かさを大きくしている要因であることが分かる。統計誤差と系統誤差の内訳は、

e+e− → 2π 過程 (2π channel) と e+e− → 3π 過程 (3π channel) からくる誤差が統計誤差の大部分を占め、

系統誤差では 2π channel 由来の誤差が支配的である*11。

3.2 MUonE実験の方法
続いて、MUonE 実験の提案 [46, 47] の中で取り上げられている手法について解説する。aHVP,LOµ を計算す

る方法として、式 (3.1) とは別に

aHVP,LOµ =
α

π

∫ 1

0

(1− x) ∆αhad(t(x))dx, (3.5)

が古くから知られていた [51]。ここに、変数 t(x) は t ≡ − x2

1−x で定義される量で、xの積分範囲から分かるよ

うに常に負である (導出は付録 B.2を見よ)。また、∆αhad(t) は結合定数 αにおける HVP 由来の補正因子で

*11 図 3.1の共鳴状態のうち、ρ 中間子はほとんどが ρ → π+π− 過程 (2π channel) で崩壊し、ω 中間子は ω → π+π−π0 過程
(3π channel) などで崩壊する [50]。式 (3.1) の積分全体としては小さい sからの寄与が支配的であるため、これらの過程に関す

る誤差はシビアに aHVP,LO
µ の不確かさに直結する。

12

Soryushiron Kenkyu

https://pdg.lbl.gov/2021/hadronic-xsections/hadron.html


あって、有効結合定数 αeff(t) =
α

1−∆α(t) の ∆α(t) の中に含まれる因子である。この因子は散乱過程の測定値

からハドロン由来の情報を抽出することで、理論上は図 3.2のように得ることができる。
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図3.2 ∆αhad(t(x))の関数形 (左) と式 (3.5) の被積分関数 (1−x) ∆αhad(t(x))の関数形 (右)。両図とも

文献 [46] から引用した。文献 [46] ではシミュレーション (hadr5n12 [52,53]) を用いて両図を描いている。

MUonE 実験では、電子とミューオンの弾性散乱 µ+e− → µ+e− の観測結果から HVP の情報を抽出し、

∆αhad(t) を間接的に測定することを目的としている (詳細は 4.3節を見よ)。精度良く ∆αhad を t (即ち x) の
関数として決定することができれば、式 (3.5) より、右辺を積分することで aHVP,LOµ が得られる。

3.3 Space-like vs Time-like
ここまで異なる二つの方法、式 (3.1)、式 (3.5) を紹介した。両者は式の上では完全に等しいため、一見する

とどちらを使っても最終的な結果 aHVP,LOµ は等しいように思える。しかし、用いる実験データの観点で言え

ば両者には大きな違いがある。

初めに、White Paper の方法 (式 (3.1)) について見てみよう。式 (3.1) 右辺の積分変数 sは正であることか

ら、これは time-like な変数と言える。このため、インプットに使う実験データも time-like な過程のものを使

用することとなる。しかし、time-like な過程では共鳴状態がつきものであり、実際これが実験の不確かさを生

んで aHVP,LOµ の誤差の要因となっていた。

他方で MUonE 実験の方法 (式 (3.5)) では、導入した t は常に負であって、space-like な変数と言える。

space-like な過程には共鳴状態はない。実際、図 3.2における関数形は、図 3.1と比べても非常に滑らかで単純

である。故に、実験からの誤差を考慮に入れると、spece-like な実験データを用いる方が精密な aHVP,LOµ の計

算という点では有利であると言える。このため次章で説明する MUonE 実験は、aHVP,LOµ の誤差を既存の値

より小さくできうる実験として注目されている*12。

*12 文献 [46] でも言及されているように、lattice による aHVP,LO
µ の計算は space-like な積分変数を用いている。MUonE 実験は

lattice と同様の space-like な方法で現象論的なアプローチを踏むため、lattice と現象論の予言値の間の tension の検証という意
味でも注目されている。
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第 4章

MUonE実験

本章では、ミューオン g − 2 に寄与する HVP の効果の精密測定を目的とした実験である、MUonE 実験に

ついて概説する。まず簡単に実験のセットアップについて説明し、その後本論文のメインパートである第6章
の議論で重要となる、MUonE 実験の運動学についてまとめる。そして最後に、MUonE 実験では HVP 測定

をどのような戦略で精度良く測定するのかについて述べる。

4.1 実験のセットアップ

MUonE 実験の目的は、ミューオンと電子の t-channel 弾性散乱 µ+ e− → µ+ e− を精度良く測定すること

で、ハドロン由来の情報 ∆αhad(t) を観測結果から抜き出し、これを用いてミューオン g− 2 に寄与する HVP
の LO 寄与 aHVP,LOµ を精度良く求めることである*13。

この目的を達成するため、MUonE 実験は図 4.1のようなセットアップで実験を行う [2]。実験の概要として

は、CERN の M2 ビームラインから入射した 150 GeV のミューオンと、ベリリウム固定標的内の電子との散

乱の情報をトラッカーと ECAL によって捉える形となる。散乱後の飛跡をトラッカーで捉えることで電子と

ミューオンそれぞれの散乱角を、実験装置の下流に設置された ECAL で電子のエネルギーを測定することが

できる*14。文献 [2] でも述べられているように、多重散乱が起こると飛跡の測定が損なわれるため、実験では

必要な統計データを得るために効率的な厚さである 60 cm のターゲットを 40 分割し、一枚あたり 15 mm の

ベリリウムターゲットとトラッカーを合わせた Station を 40 個直列に並べたものを使用する。

4.2 MUonE実験の運動学
前節で述べたように、MUonE 実験では ECAL とトラッカーによって、終状態の電子のエネルギー Efe と、

終状態の電子とミューオンの角度 θfe , θ
f
µ をそれぞれ測定することができる (図 4.2参照)。これら三つの測定量

の間には、弾性散乱の場合にのみ成り立つ関係式が知られており、弾性散乱とそれ以外の過程を見分けるため

に役に立つ。本論文のメインパートである第6章の議論でも必要になるため、本節ではこれらの関係式につい

*13 実は、Bhabha 散乱 (e+ e− → e+ e−) の t-channel 過程を測定することによっても、理論上は HVP の寄与を求めることがで
きる。実際、理論的な提案の段階では Bhabha 散乱を用いることが検討されていた [46]。しかし、Bhabha 散乱を測定する場合、
s-channelと t-channelが干渉することや、e+ と e− の判別をしなければならないなどの難点がある。その点、µ+ e− → µ+ e−

散乱の場合は、一意に過程が決まることや、ミューオンと電子の判別が容易に可能という意味で優れている。
*14 トラッカーの角度分解能は 0.02 mrad、ECALのエネルギー分解能は測定エネルギーにもよるが、20 GeV以上であれば O(1)%

程度と見積もられている [2]。
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図4.1 MUonE 実験の概略図。Station 毎に 15 mm のベリリウム固定標的と、トラッカーが並べられて

いる。実験では 150 GeV のミューオンビームを入射させ、固定標的中の電子との弾性散乱を観測する。標

的で散乱を起こしたミューオンと電子の軌道はトラッカーによって捉えられ、電子は下流に設置された

ECAL でエネルギーを落とす。図を描くにあたり、文献 [2] を参考にした。
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Ef
e

図4.2 µ+ e− → µ+ e− 弾性散乱の概念図及び MUonE 実験で測定するパラメータ。終状態の電子のエネ

ルギー Ef
e は ECAL で、終状態の電子とミューオンの角度 θfe , θ

f
µ はトラッカーで測定ができる。

て簡単にまとめていく*15。

まず、終状態の電子のエネルギー Efe と角度 θfe の間には、次の関係式が成り立つ。

Efe = me
1 + β2 cos2 θfe
1− β2 cos2 θfe

. (4.1)

(導出は付録 C.1.3参照) ただし、β は重心系と実験室系の間のブーストパラメータである。右辺は cos2 θfe
について単調増加する関数になっており、cos2 θfe = 0 のとき最小値 Efe = me、cos2 θfe = 1 のとき最大値

*15 各関係式については付録 Cで導出がまとめられているため、適宜参照されたい。
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Efe = me
1+β2

1−β2 を取る。今回の二体散乱では t = 2m2
e − 2meE

f
e と、変数 tは Efe のみで決まるため、事実上

Efe の範囲が MUonE 実験で探索できる ∆αhad(t) の範囲を決める。この点については次節で詳しく述べる。

次に、終状態の電子とミューオンの角度 θfe , θ
f
µ の間には次の関係式が成り立つ*16。

tan θfµ =
2 tan θfe

(1 + γ2 tan2 θfe )(1 +R)− 2
, (4.2)

R ≡
Eiµme +m2

µ

Eiµme +m2
e

. (4.3)

ただし、γ は重心系と実験室系の間のブーストパラメータである。これを図示すると図 4.3のようになる。(導
出は付録 C.1.5参照)
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<latexit sha1_base64="Ty/LIAonD6ETmxk2JWgxvdUhvoQ=">AAAEqnicjVM9b9NAGH5TDJTy0RQWBEsgKmJA1qWqKGKqYGFsU9IWJVF0ti+JVX/JvqRqrSBm/gADE0ggIQb4AWws/AGG/gTEWCQWBp47u6GlOOUs+973uXvej8d3VuS5iWRsrzR1yjh95uz0uZnzFy5emi3PXV5PwkFsi4YdemG8afFEeG4gGtKVntiMYsF9yxMb1tZDtb4xFHHihsFjuROJts97gdt1bS4BdcrXWrIvJO+kYvS02fK57Md+6sfcGbU75SozmR6V40YtN6qUj5VwrvSJWuRQSDYNyCdBAUnYHnFK8DSpRowiYG1KgcWwXL0uaEQz4A6wS2AHB7qFbw9eM0cD+Cpmotk2snh4YzArNM++sndsn31h79k39qswVqpjqFp2MFsZV0Sd2edX136eyPIxS+r/YU2sWVKX7ulaXdQeaUR1YWf84e6L/bX79fn0FnvNvqP+V2yPfUYHwfCH/WZV1F9OqMdC3xy+QMxi5VJgmfZ9eM5EjZOxui7tYs405rpegSiKq9gBvG2tvq/1CBA3BW6BOcot9WecscZhzi7mOuNO1Alpa0ydiS4wE3a2mlIVq0q7Ft3AG6PSHjqT2lbReodOUnGuTLt/5WpptQ7iqCwV3Y/af5D9cF7zP3MVdzcp49GuT+gZd7X29808bqwvmLW75uLqYnX5QX5rp+k63aTbyLFEy/SIVqiBTp7RW/pAH407Rt14YjSzrVOlnHOFjgzD+Q3B+wD0</latexit>

✓e [mrad]

<latexit sha1_base64="FgXq1ym3AOWmg6ujBApTnPj4tmw=">AAAErHicjVM9b9NAGH5TDJTy0RQWJBgCURGTdUEVVEwVLIz9SlsptqKzfUms+kv2JVVrhYGRP8DABBISiAlmNhb+AEN/AmIsEgsDz53d0FKScpZ97/vcPe/H4zsnCfxMMrZfmTpjnD13fvrCzMVLl6/MVueubmRxP3VF042DON1yeCYCPxJN6ctAbCWp4KETiE1n+7Fa3xyINPPjaF3uJsIOeTfyO77LJaB29aYle0Lydm6F/eHTlhVy2UvDPEy5N7Tb1TozmR61k0ajNOpUjuV4rvKJLPIoJpf6FJKgiCTsgDhleFrUIEYJMJtyYCksX68LGtIMuH3sEtjBgW7j24XXKtEIvoqZabaLLAHeFMwazbOv7B07YF/Ye/aN/RobK9cxVC27mJ2CK5L27PPraz9PZYWYJfX+sCbWLKlDi7pWH7UnGlFduAV/sPfiYO3h6nx+h71m31H/K7bPPqODaPDDfbMiVl9OqMdB3xy+QMzxyuXACu178LyJGmcjdX3aw1xozHW9AlEUV7EjeDta/VDrESFuDtwBc1ha6s94I43jkj2e6406USfE1pg6Ex1gJuxiNac6VpV2Ft3Cm6LSLjqT2lbRukdO0vhchXb/ymVptQ7jqCw13Y/af5j9aF7zP3ON725SxuNdn9Iz7mrj75t50ti4ZzbumwsrC/WlR+WtnaYbdJvuIscDWqIntExNdPKM3tIH+miYxrrRMuxi61Sl5FyjY8Po/AawigHh</latexit> ✓ µ
[m

ra
d
]

図4.3 終状態の電子の角度 θfe と終状態のミューオンの角度 θfµ の関係。

この図からすぐに分かることは、θfµ に上限が存在することである。解析的にミューオンの散乱角の上限

θfµ,max 及びその時の電子の散乱角 θfe
∣∣
θfµ,max

を求めると、

θfµ,max = arctan
[

1

γ
√
R2 − 1

]
, (4.4)

θfe
∣∣
θfµ,max

= arctan
[√

R2 − 1

γ(1 +R)

]
, (4.5)

を得る。ここに、MUonE 実験のセットアップでは θfµ,max ≃ 4.8 mrad 程度である [39]。故に、散乱粒子の角

度が共に 4.8 mrad 以下の場合に限り、ミューオンと電子の分別を考える必要が生じる。また、先に述べたよ

うに θfe と Efe の関係は式 (4.1) で与えられるため、θfe を一つ決めると θfµ と Efe の両方の値が運動学的に決

まる。(図 4.3で図示されている範囲では、θfe が増加するにつれて Efe は単調に減少する。)

*16 重心系では自明に θ̃fµ = π − θ̃fe が成り立つが、実験室系では非自明な関係式になる。
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最後にミューオンの散乱角 θfe と電子のエネルギー Efe の間の関係を考えよう。これは式 (4.1) と式 (4.2)
を連立することで求めることができる。具体的な数式は示さないが、図示すると以下の図 4.4のようになる。

<latexit sha1_base64="NJAlwaiMRa8fH1gGmyfF6EskoUQ=">AAAEl3icjVNNTxNBGH6LqyJ+AHqReKk2GE+bKSFCvEgwEI4ULGBobXa30zJhv7I7rYFN/wBXDxyUAyYejH/Bmxf/gAd+gvGIiRcPPjO7VBC3OJvded9n5nk/np2xQ1fEkrGjwtAl4/KVq8PXRq7fuHlrdGz89locdCKHV53ADaIN24q5K3xelUK6fCOMuOXZLl+3t5+p9fUuj2IR+M/lTsjrntX2RUs4lgT0YqGR8N7LpNVrjJWYyfQonjfKmVGibCwH44VPVKMmBeRQhzzi5JOE7ZJFMZ5NKhOjEFidEmARLKHXOfVoBNwOdnHssIBu49uGt5mhPnwVM9ZsB1lcvBGYRZpkX9kHdsy+sI/sG/uVGyvRMVQtO5jtlMvDxuje3dWfF7I8zJK2/rAG1iypRbO6VoHaQ42oLpyU393dP159sjKZPGTv2HfUf8iO2Gd04Hd/OO8rfOXNgHps9G3B54iZr1wCLNV+C15zoMZxX11Bu5hTjS1dL0cUxVVsH94rrb6n9fARNwFug9nLLPVnmn2Ng4ydz232O1EnpK4xdSZawEzY6WpCJawq7Wp0H2+EStvoTGpbRWufOkn5uVLt/pWrptU6iaOyFHU/av9J9tN5zf/Mld/doIxnu76gZ9zV8t8387yxNmWWH5vTlenS3Hx2a4fpHj2gR8gxQ3O0RMtURScevaa3dGBMGE+NRWMp3TpUyDh36MwwKr8BBU344g==</latexit>

Ef
e

<latexit sha1_base64="0rr2t9nOmxGtaA0HeyzpGSM4cRc=">AAAEoHicjVNNTxNBGH6LqyKoFL2YeKk0GE+bKSFqPBG4cJOCBSJbm9nttN2wX9md1sCmf8A/4EEvmmBi/AvevPgHPPATjEdMvHDwmdmlgrjF2ezO+z4zz/vx7IwdeW4iGTssTVwyLl+5Onltavr6jZsz5dlbm0nYjx3RcEIvjLdtngjPDURDutIT21EsuG97YsveXVHrWwMRJ24YPJN7kWj6vBu4HdfhElCrXLZkT0jeSi2/P3yRdoatcpWZTI/KeaOWG1XKx1o4W/pMFrUpJIf65JOggCRsjzgleHaoRowiYE1KgcWwXL0uaEhT4PaxS2AHB7qLbxfeTo4G8FXMRLMdZPHwxmBWaJ59Yx/ZEfvKPrHv7LgwVqpjqFr2MNsZV0StmVd3Nn5dyPIxS+r9YY2tWVKHHutaXdQeaUR14WT8wf7ro40n6/Ppffae/UD979gh+4IOgsFP56Au1t+MqcdG3xy+QMxi5VJgmfY9eO2xGicjdV3ax5xpzHW9AlEUV7EDeC+1+r7WI0DcFLgN5jC31J9pjzQOc3Yxtz3qRJ2QpsbUmegAM2FnqylVsaq0s+ge3hiVdtGZ1LaK1j11kopzZdr9K5el1TqJo7JUdD9q/0n203nN/8xV3N24jGe7vqBn3NXa3zfzvLG5YNYemov1xerScn5rJ+kuzdED5HhES7RKa9RAJwN6Swf0wZgzVo2nRj3bOlHKObfpzDCe/wajCfxf</latexit>

✓fµ
<latexit sha1_base64="WH/VHOASj/vRNkYAVNSq3I5s9nA=">AAAEn3icjVPLbtNAFL0pBkp5JIUNEpuUqIiVNUEVVF1VsIAVSlvSFiVRNLYniVW/ZE+CWis/wA+w6ApEF4hfYMeGH2DRT0Asi8SGBWfGbmgpThnLnnvPzLmP4xkr8txEMnZYmrlgXLx0efbK3NVr12+UK/M3N5NwGNuiaYdeGG9bPBGeG4imdKUntqNYcN/yxJa180Stb41EnLhh8ELuRqLj837g9lybS0DdSrnV9rkcxH7qx9wZd7qVGjOZHtWzRj03apSPRjhf+kRtcigkm4bkk6CAJGyPOCV4WlQnRhGwDqXAYliuXhc0pjlwh9glsIMD3cG3D6+VowF8FTPRbBtZPLwxmFVaZF/ZB3bEvrCP7Bv7VRgr1TFULbuYrYwrom759e2Nn+eyfMySBn9YU2uW1KNlXauL2iONqC7sjD/ae3O0sbK+mN5j79h31P+WHbLP6CAY/bAP1sT6/pR6LPTN4QvELFYuBZZpP4DnTNU4majr0h7mTGOu6xWIoriKHcB7pdX3tR4B4qbALTDHuaX+jDPROMzZxVxn0ok6IR2NqTPRA2bCzlZTqmFVademBbwxKu2jM6ltFa1/4iQV58q0+1eutlbrOI7KUtX9qP3H2U/mNf8zV3F30zKe7vqcnnFX63/fzLPG5gOz/tBcWluqrT7Ob+0s3aG7dB85HtEqPaMGNfXt3af3dGAsGE+N50Yj2zpTyjm36NQwXv4GNVj7yw==</latexit>

[mrad]

<latexit sha1_base64="MFdfBmdyqDVrNdiB12w8WXko+qM=">AAAEnHicjVNNaxNBGH5TV631o61eBEGioeJpmUjR0lNRQUGEfpi0kMQyu5kkQ/eL3UmkXfIH/AMKnlrwIP4Fb178Ax76E8RjBS8efGZ2G1vrps6yO+/7zDzvx7MzTuTJRDG2X5o4Y509d37ywtTFS5evTM/MXq0nYT92Rc0NvTDecHgiPBmImpLKExtRLLjveGLd2Xqk19cHIk5kGLxQ25Fo+bwbyI50uQL0stH0uerFfvpE1IetzZkKs5kZ5ZNGNTcqlI/lcLb0iZrUppBc6pNPggJSsD3ilOBpUJUYRcBalAKLYUmzLmhIU+D2sUtgBwe6hW8XXiNHA/g6ZmLYLrJ4eGMwyzTHvrIP7IB9YR/ZN/arMFZqYuhatjE7GVdEm9Ovr6/9PJXlY1bU+8MaW7OiDi2YWiVqjwyiu3Az/mDnzcHa4upceoftse+of5fts8/oIBj8cN+viNV3Y+px0DeHLxCzWLkUWKZ9D157rMbJSF1JO5gzjbmpVyCK5mp2AO+VUd83egSImwJ3wBzmlv4z7ZHGYc4u5rZHnegT0jKYPhMdYDbsbDWlCla1dk26hTdGpV10poyto3WPnKTiXJl2/8rVNGodxtFZyqYfvf8w+9G89n/mKu5uXMbjXZ/SM+5q9e+bedKo37Or9+35lfnK0sP81k7SDbpNd5HjAS3RU1qmGjqJ6S3t0p5103psPbOeZ1snSjnnGh0bVv03mbv67g==</latexit>

[GeV]

図4.4 終状態のミューオンの角度 θfµ と終状態の電子のエネルギー Ef
e の関係。θfµ を固定しても Ef

e は一

意には決まらないが、値の小さい方をプロットして表示した。

4.3 HVP測定における戦略
本節では MUonE 実験での HVP 測定における戦略について述べる。詳細に入る前に、MUonE 実験が探索

できる ∆αhad(t(x)) の範囲について簡単にコメントしておく。前節でも触れたように、変数 tは今回の場合、

t = 2m2
e − 2meE

f
e で与えられ、Efe によって探索可能な ∆αhad(t) の範囲が決定される。観測できる Efe の値

は運動学的な制限と、実験の要請からくる低エネルギーカットによって概ね

1 GeV ≤ Efe ≤ 139.8 GeV, (4.6)

である [47]。ただし、MUonE 実験のセットアップは完全には決まっていないため、低エネルギーカットを

1 GeV と仮定した。これを xの言葉で表すと、

0.26 ≤ x ≤ 0.93, (4.7)

となる*17。式 (3.5) 右辺における xの積分範囲は 0 ≤ x ≤ 1 なので、xが 0.26 より小さい (低エネルギー) 領
域と xが 0.93 より大きい (高エネルギー) 領域は、別の方法で補完する必要がある*18。MUonE 実験の戦略と

しては、xが大きい領域では摂動的 QCD や Lattice QCD を用いて補完し、xが小さい領域では fitting 関数

を仮定した上で time-like data 等を用いて外挿する予定となっている [2]。

*17 tと xの関係は、t(x) ≡ − x2

1−x
mµ であった。

*18 式 (3.5) 右辺の被積分関数 (1 − x) ∆αhad(t(x)) は、x ≃ 0.914 で最大ピークをもつ関数である [46]。MUonE 実験では
Ei

µ = 150 GeV のミューオンビームを使用することで、このピークを超える領域まで調べることができる。
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さて、続いて MUonE 実験の肝となる ∆αhad(t(x)) 測定の戦略について概説していこう。これから述べる

内容は文献 [39] に基づいているため、詳細に興味があれば合わせて参照されたい。

まず HVP 由来のミューオン g− 2への寄与 aHVP,LOµ は、有効結合定数 αeff(t) =
α

1−∆α(t) に含まれる HVP
の情報 ∆αhad(t) を測定することで理論上得られるのだった。一方、実際に実験で測定する量はイベント数で

あるため、∆αhad(t) をイベント数の言葉に翻訳する必要がある。

まずは、散乱弾面積と ∆αhad(t) の関係を考えよう。µ+ e− → µ+ e− 過程の QED 最低次の弾面積 σ0 は、

HVP の寄与を含めた弾面積 σhad と比べると

dσhad
dt

≃ (1 + 2∆αhad(t))
dσ0
dt

, (4.8)

で関係づけられる*19。式 (4.8) では、HVP の寄与と QED の最低次の寄与のみを含む σhad に注目したが、最

終的には他の SM 由来の寄与も考慮に入れなければならない。そこで以下では、HVP だけでなく他の SM の

寄与を含んだ散乱断面積を、σ と表記することにする。さて、微分断面積 dσ
dt (t) をある tの範囲 (bin) で積分

したものを σi とおく。iは i番目の t bin で積分したことを表す*20。すると、この σi は式 (4.8) より、

σi ≃ σ0,i(1 + 2∆αhad,i + δSM,i), (4.9)

と展開できる。ここに、右辺括弧中の初項 1 は σ0,i で規格化された QED の最低次の寄与、二項目 2∆αhad,i

は、HVP と QED の最低次との干渉項、三項目 δSM,i は SM のその他の寄与を表す。

散乱断面積と ∆αhad(t) の関係が分かったので、次はイベント数から ∆αhad(t) の情報を抽出する方法を考

える。まず、異なる bin で測定されたイベント数 Ni と Nn を用意する。そして、nを固定し Nn で規格化さ

れた i番目の bin におけるイベント数 Ni/Nn を定義しよう。すると、この量は実験のルミノシティによらな

い量になっていて便利である。また、この比は式 (4.9) より

Ni
Nn
≃ σ0,i
σ0,n

[1− 2(∆αhad,i −∆αhad,n) + δSM,i − δSM,n), (4.10)

として表すこともできる。右辺の因子のうち、σ0,i, σ0,n や δSM,i, δSM,n については、既に知られている理論

値を用いて計算が可能である。さらに、固定された n番目の bin の位置を MUonE 実験で到達可能な低エネ

ルギー限界と外挿領域の境界*21に取れば、外挿に使用する time-like data などを使用することで、∆αhad,n

を決めることができる。以上より、式 (4.10) の右辺から ∆αhad,i 以外の因子を差し引くことで、イベント数

の情報から ∆αhad,i を得ることができる。最後に iを MUonE 実験が探索可能な範囲内で動かすことで、tの

関数 ∆αhad(t) の関数形が得られる。

*19 dσ0
dt

は O(α2)、 dσhad
dt

は O(α2
eff) に注意せよ。

*20 定義を書くと σi ≡
∫
i dt

dσ
dt

である。
*21 実験の低エネルギーカットが 1 GeV の時、x ∼ 0.26 程度で、t ∼ −0.001 程度である。
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第 5章

U(1)µ−τ ゲージ対称性

本章では、ミューオン g− 2 アノマリーを説明できるモデルの候補の一つである、U(1)µ−τ ゲージ対称性に

ついてまとめていく。初めにミューオン g − 2 アノマリーを説明可能な BSM のスケールについて軽く触れた

後、U(1)µ−τ ゲージ対称性の特徴や既知の実験からの制限について整理する。主に、本論文のメインパートで

ある第6章の議論に必要な部分に絞って説明を入れることにする。

5.1 典型的な BSMスケール
U(1)µ−τ ゲージ対称性を導入する前に、ミューオン g − 2 アノマリーを説明可能な BSM のスケールについ

て簡単にコメントしておこう。2.1節で既に述べたように、SM の予言値 aSMµ と、実験値 aExpµ の差は

aExpµ − aSMµ = (25.1± 5.9)× 10−10, (5.1)

である [1]。この差が新粒子 X 由来のものであると仮定する。

今、ミューオンと光子の vertex に新粒子 X が一つ伝搬してループを作り、これが SM の予言値 aSMµ と実

験値 aExpµ の間の差を生んでいるとしよう。次元解析より新物理由来のミューオン g − 2 への寄与 aXµ は、新

粒子 X の質量をMX、ミューオンとの結合定数を gX と置くと、

aXµ ∼


g2X
16π2

m2
µ

M2
X

mµ ≲ mX のとき,
g2X
16π2 mµ ≳ mX のとき,

(5.2)

程度と見積もることができる*22*23。これが SM の予言値と実験値の間の差を説明できるとすると、おおよそ

結合定数 gX は

gX ∼

{
MX

150 GeV mµ ≲ mX のとき,

6× 10−4 mµ ≳ mX のとき,
(5.3)

程度であると言えるだろう。この概算から例えば、(MX , gX) = (O(100) MeV, O(10−3)) などの点が、ミュ

ーオン g − 2 アノマリーを説明しうる典型的なパラメータであることが分かる。

*22 新粒子X が電子にも結合する場合には、aXe を同様に見積もることができる。ただしmµ ≲ mX の場合、その大きさは aXµ と比
べて、m2

e/m
2
µ ∼ 10−5 程度に抑えられる。

*23 実際は、例えばレプトクォーク [16–18] のように、BSM 粒子に加えてミューオン以外の SM 粒子がループに寄与する場合や、
ALPs [19–22] のように、結合定数が次元を持っている場合もある。このようなモデルの場合は、本節の見積もりからある程度逸
脱しうる。
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次に導入する U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型では、U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ が一つ伝搬するダイアグラ

ム (図 5.1) がミューオン g− 2に寄与するため、以上の見積もりはX を Z ′ と思えば、良い近似になっている。

All

�

µ

SM

�

µ

NP

�

µ

1

All

�

µ

�

µ

1

<latexit sha1_base64="WzvQnF1bPf9Jl8rO741EvsRFZbU=">AAAElHicjVPLThRBFL2DrSI+eCXGhM3oBOOqU2MIEOKCSExYGR7OQMJMSHdPzVDQL7prhkCHH3DlzogrTVwQf8GdG3/ABZ9gXGLixoWnqpuRVw9Wp7vuPVXnPk5X2aErYsnYUaHvmnH9xs3+WwO379y9Nzg0PFKNg3bk8IoTuEG0alsxd4XPK1JIl6+GEbc82+Ur9tacWl/p8CgWgf9K7oa87lktXzSFY0lA1VosPL69PlRiJtOjeNEoZ0aJsrEQDBe+UI0aFJBDbfKIk08StksWxXjWqEyMQmB1SoBFsIRe57RPA+C2sYtjhwV0C98WvLUM9eGrmLFmO8ji4o3ALNI4+84O2TH7xj6zH+xPbqxEx1C17GK2Uy4P1wdfP1j+fSXLwyxp4x+rZ82SmjStaxWoPdSI6sJJ+Z29t8fLM0vjyWP2kf1E/R/YEfuKDvzOL+fTIl9636MeG31b8Dli5iuXAEu134DX6Klx3FVX0B7mVGNL18sRRXEV24e3o9X3tB4+4ibAbTD3M0v9mUZX4yBj53Mb3U7UCalrTJ2JJjATdrqaUAmrSrsaPcQbodIWOpPaVtFap05Sfq5Uu8ty1bRaJ3FUlqLuR+0/yX46r/mfufK765XxbNdX9Iy7Wj5/My8a1admedKcWJwozT7Pbm0/jdEjeoIcUzRL87RAFXSySW/oHR0Y941nxpzxIt3aV8g4o3RmGC//Akgk94I=</latexit>'

<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0

図5.1 ミューオン g − 2 における、U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ 由来の寄与。

5.2 U(1)µ−τ ゲージ対称性の導入

標準模型のゲージ対称性の拡張の一つとして、新たに U(1)µ−τ ゲージ対称性を付け加えたモデルがあ

る [3–6]。このゲージ対称性では、µフレーバーを持つ粒子に +1、τ フレーバーを持つ粒子に −1 のチャージ

を割り当てる。そして、SM 粒子に加えて U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ が BSM 粒子として導入される。

Lint = −gZ′Z ′
µ

∑
ψ

Qψψ̄γ
µψ. (5.4)

U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ は、U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場の真空期待値から質量を得る。以下、

その質量をmZ′ と置く。さて、U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型では、図 5.1のように、U(1)µ−τ ゲージボ

ゾンが伝搬することで、ミューオン g − 2 に対して新たな寄与を与える*24。図 5.1のダイアグラムから来るミ

ューオン g − 2 の補正は

∆aZ
′

µ =
g2Z′

8π2

∫ 1

0

dx
2x2(1− x)

x2 + (1− x)m
2
Z′

m2
µ

, (5.5)

と求めることができる *25。∆aZ
′

µ の漸近的な振る舞いを見ると、

aZ
′

µ ∼


g2
Z′

12π2

m2
µ

m2
Z′

mµ ≪ mX のとき,
g2
Z′

8π2 mµ ≫ mX のとき,
(5.7)

*24 U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場は、U(1)µ−τ 電荷しか持たないので、ミューオンとは直接結合しない (NGボゾンも同
様)。故に、ミューオン g − 2 への寄与を考える場合は図 5.1の通り、U(1)µ−τ ゲージボゾンの寄与のみ考えれば良い。

*25 U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ のプロパゲーターは Rξ ゲージで

iDµν
F (k2) =

−i
k2 −m2

Z′

(
ηµν − (1− ξ)

kµkν

k2 − ξm2
Z′

)
, (5.6)

で与えられる。縦波成分はゲージに依存するため、観測量である g − 2 には寄与しないことに注意せよ。
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となる。これは前節で述べた概算的な見積もりの式 (5.2) とファクター倍を除き等しい。様々な研

究 [27–30, 35–38, 54–96] で議論されているように、U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ の質量 mZ′ が mZ′ ∼
10− 200 MeV の範囲であれば、実験からの制限を回避しつつ、知られているミューオン g − 2 の SM の予言

値と実験値との差を説明することが可能である (実験からの制限について詳細は次節で述べる)。
U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型の特徴として、ミューオン g − 2 アノマリーを説明可能という点以外に、

特に以下の三つが挙げられる。

(i) 電子と直接結合しない.
(ii) ゲージアノマリーフリー.
(iii) ニュートリノセクターと関連がある.

U(1)µ−τ ゲージボゾンが電子と直接結合しないことは、電子にチャージを割り当てていないことから当然

ではあるが、重要な性質である。この性質により、実験からの制限が電子と直接結合する模型と比べて緩く、

U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型が未だミューオン g − 2 アノマリーを説明できる模型として棄却されてい

ない大きな要因である。さらに U(1)µ−τ ゲージボゾンはクォークとも結合しないため、より一層実験からの

制限は緩い。

また、U(1)µ−τ ゲージ対称性は、µニュートリノや τ ニュートリノにもチャージを割り当てるため、ニュー

トリノセクターとも関連しており、実際、模型に右巻きニュートリノを導入することで、ニュートリノセクタ

ーやレプトジェネシスの文脈での議論もされている [31–33,97–99]。
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5.3 実験による制限の現状

U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型では、ゲージボゾンが電子やクォークとは直接結合しないため、実験によ

る制限が難しい模型である。

しかしながら、様々な実験によって精力的な探索が行われており、ミューオン g − 2 アノマリーを説明可能

なパラメータ平面の一部の領域は、図 5.2のように既に棄却されている。この節では U(1)µ−τ ゲージ対称性を

持つ模型を制限する実験について簡単にまとめていく。

<latexit sha1_base64="apPZsbeSoOS6zGKGQorq1M9enRE=">AAAEpXicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUhIbEJRKWsrAmqALGqYAEbpL6SViSRNXYmiVW/ZE+CWit8AD/AglWRWEB/gR0bfoBFPwGxLBIbFpwZu6GlOGUse+49M+c+jmfsyHMTydh+aeqMcfbc+ekLMxcvXb4yW5672kjCQeyIuhN6Ybxp80R4biDq0pWe2IxiwX3bExv21hO1vjEUceKGwbrcjkTb573A7boOl4Cs8nXfSl8sjF41Wz6X/dhPn4rGqG2Vq8xkelROGrXcqFI+lsO50idqUYdCcmhAPgkKSML2iFOCp0k1YhQBa1MKLIbl6nVBI5oBd4BdAjs40C18e/CaORrAVzETzXaQxcMbg1mhefaVfWAH7AvbY9/Yr8JYqY6hatnGbGdcEVmzr2+s/TyV5WOW1P/DmlizpC491LW6qD3SiOrCyfjDnTcHa49W59M77B37jvp32T77jA6C4Q/n/YpYfTuhHht9c/gCMYuVS4Fl2vfhdSZqnIzVdWkHc6Yx1/UKRFFcxQ7gvdTq+1qPAHFT4DaYo9xSf6Yz1jjM2cXczrgTdULaGlNnogvMhJ2tplTFqtKuRbfwxqi0h86ktlW03pGTVJwr0+5fuVparcM4KktF96P2H2Y/mtf8z1zF3U3KeLzrU3rGXa39fTNPGo17Zu2+ubiyWF16nN/aabpJt+kucjygJXpGy1RHJynt0kfaMxaM58a60ci2TpVyzjU6NgzrNyx7/ig=</latexit>

mZ0 [GeV]

<latexit sha1_base64="e0YYxhza/FOwsMRB6i5Fgg3emy8=">AAAElHicjVPLbtNAFL1pDZTy6AMJIbEJRAVW1gRVgCoWFRUSK9RX0oomimxn4g71S/YkVWvlB1ixQ8AKJBaIX2DHhh9g0U9AXRaJDQvOjN3QUpwylj33nplzH8czduSJRDK2VxoZNc6cPTd2fvzCxUuXJyanputJ2I0dXnNCL4zXbSvhngh4TQrp8fUo5pZve3zN3lpQ62s9HiciDFblTsSbvuUGoiMcSwKqu6302e1+a7LCTKZH+aRRzY0K5WMxnCp9pga1KSSHuuQTp4AkbI8sSvBsUJUYRcCalAKLYQm9zqlP4+B2sYtjhwV0C18X3kaOBvBVzESzHWTx8MZglmmGfWMf2QH7yj6x7+xXYaxUx1C17GC2My6PWhMvrq38PJXlY5a0+Yc1tGZJHXqgaxWoPdKI6sLJ+L3dVwcrc8sz6S32nu2j/ndsj31BB0Hvh/NhiS+/HVKPjb4t+Bwxi5VLgWXab8JrD9U4GagraBdzprGl6+WIoriKHcDb1ur7Wo8AcVPgNpj93FJ/pj3QOMzZxdz2oBN1QpoaU2eiA8yEna2mVMGq0q5BN/DGqNRFZ1LbKpp75CQV58q0+1euhlbrMI7KUtb9qP2H2Y/mNf8zV3F3wzIe7/qUnnFXq3/fzJNG/a5ZvWfOLs1W5h/lt3aMrtNNuoMc92mentAi1dDJc3pJr+mNcdV4aCwYj7OtI6Wcc4WODePpb02690Y=</latexit>

gZ0

BaBar 4μ CMS 4μ

CCFR

Charm II

Borexino

図5.2 U(1)µ−τ ゲージボゾンへの実験からの主な制限。薄赤の帯がミューオン g− 2 favored な領域 (2σ)
で、銀色が CMS 実験 [100]、緑が BaBar 実験 [101]、茶色が Borexino 実験 [102]、ピンクが Charm-II
実験 [103]、そして紫が CCFR 実験 [104] で棄却されている領域。図を描くにあたり、文献 [85] を参考に

した。

5.3.1 BaBar実験と CMS実験

U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ の質量が、ミューオンの質量の二倍より重い領域mZ′ ≥ 2mµ では、Z ′ → µ+µ−

崩壊が許されるため、例えば図 5.3のように終状態が 4µの過程を調べることで Z ′ に制限をつけることがで

きる。

e− と e+ を衝突させる BaBar 実験 [101] では e−e+ → µ+µ−µ+µ−、LHC に付随する CMS 実験 [100] で
は qq̄ → µ+µ−µ+µ− によって終状態が 4µ の過程を探索でき、U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型に対して

図 5.2のような制限を与えている。Belle 実験からの制限も BaBar 実験と同程度の制限を与える [105]。
BaBar 実験と CMS 実験の結果を合わせると、ミューオン g − 2 favored な領域のうち、mZ′ ≥ 2mµ の領

域が棄却されることが分かる。
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<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0

図5.3 U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ に制限を与える終状態が 4µ の過程の一例。BaBar 実験 [101] では

e−e+ → µ+µ−µ+µ− 過程が、CMS 実験 [100] では、qq̄ → µ+µ−µ+µ− 過程が模型に制限をつける。

5.3.2 Borexino実験とWhite dwarf cooling

本節冒頭でも述べたように、U(1)µ−τ ゲージボゾン Z ′ は電子とは直接結合しない。しかしながら、µまたは

τ のループを介して光子と結合し、間接的に電子と結合することができる*26 これにより、太陽ニュートリノ

を捉える Borexino 実験 [102] で図 5.4のようなミュー (タウ) ニュートリノと電子との散乱過程 e−ν → e−ν

を観測することにより、U(1)µ−τ ゲージボゾンに関する制限を得ることができる [66]。その結果、図 5.2のよ

うに、ミューオン g − 2 favored な領域のうち、mZ′ が小さい部分が棄却される。

また、図 5.4のダイアグラムを 90 度回転させた s-channel 過程 e+e− → νν̄ も U(1)µ−τ ゲージ対称性を持

つモデルの制限に寄与する。e+e− → νν̄ 過程の終状態は、相互作用をほとんどしないニュートリノなので直

接検出することは難しい。しかしこの過程は、その性質から天体内部のエネルギーを外へ持ち去ることができ

る。故に、例えば白色矮星の冷却 (White dwarf cooling) を観測することで、間接的に痕跡を得ることが可能

である。一方、白色矮星の光度関数は標準模型とは無矛盾なので、新物理由来の冷却効果は十分小さくなけれ

ばならない [65,106]。結論としては White dwarf cooling からの制限は上述の Borexino 実験と同程度の制限

を与える [66]。

*26 ループを介した Z′ と光子の結合の大きさは以下の積分で評価できる (導出は省略。計算自体は、例えば QED の真空偏極と同様)。

ϵµτ =
−eg′2

2π2

∫ 1

0
dx x(1− x)

∑
f=µ,τ

Qf log
(

µ2

m2
f − x(1− x)q2

)
. (5.8)

ただし、Qf ,mf はフェルミオン f の U(1)µ−τ 電荷及び質量を、µは繰り込みスケールを表す。特に q2 ≪ m2
µ の場合は容易に

積分が実行でき、光子との結合 ϵµτ が

ϵµτ ∼
egZ′

6π2
log
(
mµ

mτ

)
≃ −

gZ′

70
, (5.9)

で与えられる。即ち、概ね gZ′ の 1/100 程度である。ここに、Qµ, Qτ は符号が正反対なので、繰り込みスケール µは計算の過程
でキャンセルされた。今回は tree-level で Z′ と光子が結合しないモデルを仮定したが、より一般には tree-level で結合するモデ
ルも存在する。その場合は、(tree の kinetic mixing パラメータの大きさにもよるが) ϵµτ ∼ −gZ′/70 は sub-leading の補正と
なる。

23

Soryushiron Kenkyu



�

µ

�

µ�

µ+
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µ+
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�

1

<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0
<latexit sha1_base64="eg8rm2/3Fd2c1z+nEaKWHvD60nA=">AAAEl3icjVO7btRAFL0bDITwSAINiGZhFUSBrFkUAaIhAgmlzCZsEhSvorF3djOKX7LHixIrP0BLQQEUIFEgfoGOhh+gyCcgyiDRUHBm7CwJwRvGsufeM3Pu43jGjX2ZKsZ2a2MnrJOnTo+fmTh77vyFyanpi8tplCWeaHuRHyWrLk+FL0PRVlL5YjVOBA9cX6y4m4/0+spAJKmMwidqKxadgPdD2ZMeV4CeOkF2q+4onq1PNZjNzKgfNZql0aByLETTtU/kUJci8iijgASFpGD7xCnFs0ZNYhQD61AOLIElzbqgHZoAN8MugR0c6Ca+fXhrJRrC1zFTw/aQxcebgFmnGfaVfWB77Av7yL6xX5WxchND17KF2S24Il6ffH556eexrACzoo0/rJE1K+rRPVOrRO2xQXQXXsEfbL/cW7q/OJPfYO/Yd9T/lu2yz+ggHPzw3rfE4qsR9bjom8MXiFmtXA6s0H4DXnekxulQXUnbmAuNualXIIrmanYI75lRPzB6hIibA3fB3Ckt/We6Q42jkl3N7Q470SekYzB9JnrAbNjFak4NrGrtHLqGN0GlfXSmjK2j9Q+cpOpchXb/yuUYtfbj6Cx104/ev5/9YF77P3NVdzcq4+Guj+kZd7X59808aizftpt37NnWbGPuYXlrx+kqXaebyHGX5mieFqiNTgJ6Qa/pjXXFemA9tuaLrWO1knOJDg2r9Ru3vfhV</latexit>

µ, ⌧

<latexit sha1_base64="XGn+NlD+0HyJY/lg9y6l5nqCdMI=">AAAEnHicjVNNa9RAGH63plrrR1u9FARZXSoeJMxKUfFUrAdBhH6420KzLpPs7DY0XySTlTbsH/APKHhqwYP4F7x58Q946E8QjxW8ePCZSbptrdk6IZn3fWae9+PJjB15biIZ26+MnTPGz1+YuDh56fKVq1PTM9eaSZjGjmg4oRfG6zZPhOcGoiFd6Yn1KBbctz2xZm8tqvW1vogTNwxeyu1ItHzeC9yu63AJ6JUVpO3M8tN7luTpoD1dYybTo3raqBdGjYqxFM5UPpNFHQrJoZR8EhSQhO0RpwTPBtWJUQSsRRmwGJar1wUNaBLcFLsEdnCgW/j24G0UaABfxUw020EWD28MZpXm2Df2kR2wr+wT+85+l8bKdAxVyzZmO+eKqD31Znb115ksH7OkzSPWyJoldemRrtVF7ZFGVBdOzu/vvD1Yfbwyl91he+wH6t9l++wLOgj6P50Py2Ll/Yh6bPTN4QvELFcuA5ZrvwmvM1LjZKiuSzuYc425rlcgiuIqdgDvtVbf13oEiJsBt8EcFJb6M52hxmHBLud2hp2oE9LSmDoTXWAm7Hw1oxpWlXYW3cIbo9IeOpPaVtF6x05Sea5cu3/lsrRah3FUlqruR+0/zH48r/mfucq7G5XxZNdn9Iy7Wv/7Zp42mvfN+gNzfnm+tvCkuLUTdINu013keEgL9IyWqIFOYnpHu7Rn3DSeGs+NF/nWsUrBuU4nhtH8A9hZ+v0=</latexit>

⌫µ,⌧

図5.4 U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ に制限を与える e−ν → e−ν 散乱のダイアグラム。Borexino 実験 [102]
では、太陽ニュートリノと電子との散乱過程の情報によって U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型を制限でき

る。

5.3.3 CCFR実験と Charm-II実験

原子核とニュートリノの散乱によって荷電レプトンを 2 つ生成する過程のことを Neutrino Trident
Production と呼ぶが、この過程から来る制限もある [54,56]。実際、図 5.2の CCFR 実験 [104] と Charm-II
実験 [103] による制限がこれに該当する。両実験は νµ N→ νµ N µ+µ− 過程 (図 5.5参照) を観測することで、

U(1)µ−τ ゲージボゾンのパラメータ領域を制限した。

<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0

<latexit sha1_base64="iJASlVNqzYGcICkiKVlDAXFt40Q=">AAAEj3icjVNNTxNBGH6LqyB+QPViwqXaQDxtpoYI4WAaveiFULBAQhuyu52WCfuV3WkJbPgDetV48ASJB8Nf4ObFP+CBn2A8YsKFg8/MLpUPtzib3XnfZ+Z5P56dsUNXxJKxo8LQDePmreGR26N37t67PzZefLAcB93I4XUncINo1bZi7gqf16WQLl8NI255tstX7M1Xan2lx6NYBP5buR3ypmd1fNEWjiUB1ebXx8vMZHqUrhqVzChTNhaCYuGQGtSigBzqkkecfJKwXbIoxrNGFWIUAmtSAiyCJfQ6p10aBbeLXRw7LKCb+HbgrWWoD1/FjDXbQRYXbwRmiSbZD/aVHbPv7ID9ZKe5sRIdQ9WyjdlOuTxcH3v3aOnkWpaHWdLGX9bAmiW1aVbXKlB7qBHVhZPyezufjpfmFieTKbbPfqH+PXbEvqEDv/fb+VLji58H1GOjbws+R8x85RJgqfYb8FoDNY776grawZxqbOl6OaIormL78La0+p7Ww0fcBLgN5m5mqT/T6mscZOx8bqvfiTohTY2pM9EGZsJOVxMqY1Vp16DHeCNU2kFnUtsqWufcScrPlWr3r1wNrdZZHJWlpPtR+8+yn89r/meu/O4GZbzY9TU9465WLt/Mq8byM7Py3JyuTZerL7NbO0IT9ISeIscMVek1LVBd//H39IE+GkVjxnhhVNOtQ4WM85AuDOPNH2oi9SM=</latexit>

N

�

µ

�

µ�

µ+

µ�

µ+

e�

⌫

�

⌫µ⌫µ

µ+

µ��

1

図5.5 U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ に制限を与える Neutrino Trident Production のダイアグラム。核子

を N で表記した。過去に行われた CCFR 実験 [104] と Charm-II 実験 [103] の測定値が Z′ に対し制限を

与える。

上述の実験と比べると、ミューオン g − 2 favored な領域とはほとんど抵触していないが、CCFR 実験は領

域の一部を制限していることが分かる。
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5.4 将来実験による制限

これまでの実験によって、ミューオン g − 2 を説明可能な領域の一部分が既に棄却されている現状を確認し

た。残りの領域も、近い将来実験によって検証される運命にある。本節では U(1)µ−τ ゲージボゾンを探索可能

な将来実験についていくつか列挙する。残されたミューオン g − 2 を説明可能なパラメータ領域mZ′ < 2mµ

を探索する場合、Z ′ はミューオンペアに崩壊できないため、自ずとニュートリノペアに崩壊する過程の痕跡

を探る invisible search が前提となる*27 *28。

5.4.1 NA62実験

NA62 実験 [107] とは CERN の陽子ビームを用いた fixed target 実験である。NA62 実験は大量の K+

崩壊を観測する実験であるが*29、K+ の主な崩壊モードである K+ → µ+νµ の測定を通じ図 5.6の過程

K+ → µ+νµZ
′, Z ′ → νν̄ を調べることで、Z ′ に制限をつけられることが指摘されている [73]。文献 [73] に

<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0 <latexit sha1_base64="rMceR9L+NDGgXoccc4NmKopa16Y=">AAAEoHicjVPLbtNAFL0pBkp5NIUNEpvQqIiVNUEVIFYVbLqjaUlbUUfR2Jmko/olexLUWvkBfoAFbEAqEuIX2LHhB1j0ExDLIrFhwZmxG1qKU8ay594zc+7jeMaNfZkqxg4qU+es8xcuTl+auXzl6rXZ6tz19TQaJJ5oeZEfJZsuT4UvQ9FSUvliM04ED1xfbLg7T/T6xlAkqYzCZ2o3Fu2A90PZkx5XgDrVqqOimhMOHJcnGeZRp1pnNjOjdtpoFEadirESzVU+kUNdisijAQUkKCQF2ydOKZ4tahCjGFibMmAJLGnWBY1oBtwBdgns4EB38O3D2yrQEL6OmRq2hyw+3gTMGi2wr+wDO2Rf2Ef2jf0qjZWZGLqWXcxuzhVxZ/blzbWfZ7ICzIq2/7Am1qyoRw9NrRK1xwbRXXg5f7j36nDt0epCdoe9Y99R/1t2wD6jg3D4w9tvitXXE+px0TeHLxCzXLkMWK79NrzuRI3TsbqS9jDnGnNTr0AUzdXsEN4Lo35g9AgRNwPugjkqLP1numONo4Jdzu2OO9EnpG0wfSZ6wGzY+WpGdaxq7Ry6jTdBpX10poyto/WPnaTyXLl2/8rlGLWO4ugsNdOP3n+U/Xhe+z9zlXc3KePJrs/oGXe18ffNPG2s37Mb9+3F5mJ96XFxa6fpFs3TXeR4QEu0TCvUQidDekP79N6at5atp1Yz3zpVKTg36MSwnv8GG3z8Ag==</latexit>! ⌫⌫̄

<latexit sha1_base64="h8XGvf1m5RlWrFsuYuVIFFvE1aQ=">AAAEk3icjVPLahRBFL0TW81DzYuAkM3oEBGEpkaCBt2ExEVAhDycJJAZQ3dPzaRIv+iuGUma+YFsslRxFSEL8RfcufEHXOQTgssIblx4qrozJsaeWE133Xuqzn2crrJDV8SSsaNC3xXj6rXr/QODQzdu3hoeGR1bjYNW5PCKE7hBtG5bMXeFzytSSJevhxG3PNvla/b2vFpfa/MoFoH/Uu6EvOZZTV80hGNJQJXnr5IHnc2REjOZHsWLRjkzSpSNxWC08JmqVKeAHGqRR5x8krBdsijGs0FlYhQCq1ECLIIl9DqnDg2C28Iujh0W0G18m/A2MtSHr2LGmu0gi4s3ArNIU+wb+8hO2Ff2iR2zX7mxEh1D1bKD2U65PNwc3ru98vNSlodZ0tYfVs+aJTVoRtcqUHuoEdWFk/Lbu29OVp4sTyX32Af2HfUfsCP2BR347R/O4RJfft+jHht9W/A5YuYrlwBLtd+CV++pcdxVV9Au5lRjS9fLEUVxFduH91qr72k9fMRNgNtgdjJL/Zl6V+MgY+dz691O1AmpaUydiQYwE3a6mlAJq0q7Kt3BG6HSJjqT2lbRmmdOUn6uVLt/5apqtU7jqCxF3Y/af5r9bF7zP3Pld9cr4/muL+kZd7X89828aKw+NMuPzOml6dLsXHZr+2mS7tJ95HhMs7RAi1RBJ4L26S29MyaMp8ac8Szd2lfIOON0bhgvfgNEVPbJ</latexit>

K+

⌫µ

µ+

1

図5.6 U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ に制限を与える K+ 崩壊のダイアグラム。パラメータ領域 mZ′ < 2mµ

では、途中で生成された Z′ はニュートリノペアに崩壊する。

*27 mZ′ ≳ 1 MeV であれば、Z′ は µ又は τ のループを介することで、電子陽電子ペアにも崩壊は可能である。ただし、この過程
の分岐比は eϵµτ ≪ gZ′ で大きく抑えられるため、検出が困難である。このため、特にミューオン g − 2 の文脈では invisible
search が前提となる。

*28 余談ではあるが、Z′ の寿命や飛程を見積もってみると以下のようになる。まず、Z′ → νν̄ 過程の崩壊幅 ΓZ′ は、ニュートリノ質
量を無視すると、

ΓZ′ ≃
g2
Z′

8π
mZ′ (5.10)

と概算できる。mZ′ < 2mµ のパラメータ領域では、他に崩壊可能なチャンネルは (leadingでは)ないため、Z′ の寿命 τZ′ は単に
崩壊幅の逆数 τZ′ ≃ 1/ΓZ′ で評価できる。例えばミューオン g − 2 favored なベンチマークポイントで具体的に計算してみると、

τZ′ ∼
{

O(10−16) sec (mZ′ , gZ′ ) = (100 MeV, 10−3) のとき,

O(10−14) sec (mZ′ , gZ′ ) = (10 MeV, 5× 10−4) のとき,
(5.11)

程度となる。Z′ が持ち得るエネルギーが高々 100 GeV の場合、ブーストを考慮しても飛程は精々

γcτZ′ |max ∼
{

O(10−5) m (mZ′ , gZ′ ) = (100 MeV, 10−3) のとき,

O(10−2) m (mZ′ , gZ′ ) = (10 MeV, 5× 10−4) のとき,
(5.12)

程度となる。
*29 NA62 実験の本来の目的は、K+ 中間子の rare decay K+ → π+νν̄ を観測し分岐比を測定することである [107]。
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よれば、図 5.6の過程において Z ′ → νν̄ 崩壊の痕跡を調べることで、残されたミューオン g − 2 を説明可能な

領域 (2σ) を全て探索可能である。

5.4.2 NA64µ実験

NA64µ実験 [108, 109] とは U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索を目的とした fixed target 実験である。NA64µ
実験ではミューオンビームを標的中の核子に衝突させることで、図 5.7の過程 µ N→ µ N Z ′, Z ′ → νν̄ を通

じて Z ′ を探索することができ、ミューオン g − 2 favored な領域を含む広範囲のパラメータ領域を調査する

ことができる*30 [110]。
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<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0

<latexit sha1_base64="C2nZiyWLRsb7jVfWE/Qdepmkl/w=">AAAEm3icjVO7btRAFL0bDCThkQSaSAhpYRVEZc1GESCqiDQIUeTBJpHiVTT2zm6s2GNjzy5KrP0BfiAFDUGiQPwCHQ0/QJFPQJRBoqHgzNhZ8vKGsey598yc+ziecePATxVjB5WRS9blK1dHx8avXb9xc2Jy6tZqGnUTTzS8KIiSdZenIvClaChfBWI9TgQP3UCsudsLen2tJ5LUj+QrtROLZsg70m/7HleAmo7sVh2XJxmM/uZkjdnMjOpZo14YNSrGYjRV+UIOtSgij7oUkiBJCnZAnFI8G1QnRjGwJmXAEli+WRfUp3Fwu9glsIMD3ca3A2+jQCV8HTM1bA9ZArwJmFWaYd/ZJ3bIvrHP7Af7UxorMzF0LTuY3Zwr4s2Jt9Mrvy9khZgVbf1jDa1ZUZuemFp91B4bRHfh5fze7t7hytPlmewB+8B+ov59dsC+ogPZ++V9XBLL74bU46JvDl8gZrlyGbBc+y14raEapwN1fdrFnGvMTb0CUTRXsyW8N0b90OghETcD7oLZLyz9Z1oDjaOCXc5tDTrRJ6RpMH0m2sBs2PlqRjWsau0cuoc3QaUddKaMraN1jp2k8ly5duflcoxaR3F0lqrpR+8/yn48r/2fucq7G5bxZNcX9Iy7Wj99M88aq7N2/ZE9tzRXm39W3NpRukP36SFyPKZ5ek6L1EAnr2mP3tO+dddasF5YL/OtI5WCc5tODKvxF5gC+nQ=</latexit>

⌫⌫̄

図5.7 NA64µ 実験が観測を目指す U(1)µ−τ ゲージボゾン Z′ が関与するダイアグラム。核子を N で表

記した。パラメータ領域 mZ′ < 2mµ では、途中で生成された Z′ はニュートリノペアに崩壊する。

5.4.3 MUonE実験

序論でも触れたように、MUonE 実験 [2] によっても U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索が可能であることが筆者

らの論文 [7] によって示された。

*30 ミューオンと核子の散乱を利用する利点として、
√
sを稼げる点が挙げられる。これによりミューオンと電子の散乱の場合と比較

して、より重い質量の Z′ を生成可能となる。
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<latexit sha1_base64="CMvYYQT+Gn+MDj4HVxC5qSZf5VU=">AAAEo3icjVO7bhNBFL0OC4QEiEMaJBoTy0C1GqMIEFUEDRJN4sRJRGxZ+xg7o+xLu2ODs/IP8AMUFAgkJCJ+gY6GH6DIJyDKINFQcGZ2YxLCOsxqd+49M+c+zs7YkScSydhBaeqccf7CxelLM7OXr1ydK89f20jCfuzwphN6YbxlWwn3RMCbUkiPb0Uxt3zb45v27mO1vjngcSLCYF0OI972rV4gusKxJKBOeaEl+Qup46Qxd0fps9ujTrnKTKZH5bRRz40q5WMlnC99oha5FJJDffKJU0AStkcWJXi2qU6MImBtSoHFsIRe5zSiGXD72MWxwwK6i28P3naOBvBVzESzHWTx8MZgVqjGvrJ9dsi+sI/sG/tVGCvVMVQtQ8x2xuVRZ+7l9bWfZ7J8zJJ2/rAm1iypSw90rQK1RxpRXTgZf7D36nDtYaOW3mLv2HfU/5YdsM/oIBj8cN6v8sbrCfXY6NuCzxGzWLkUWKb9Djx3osbJWF1Be5gzjS1dL0cUxVXsAN5zrb6v9QgQNwVugznKLfVn3LHGYc4u5rrjTtQJaWtMnYkuMBN2tppSFatKuxbdxBuj0h46k9pW0XrHTlJxrky7f+VqabWO4qgsFd2P2n+U/Xhe8z9zFXc3KePJrs/oGXe1/vfNPG1s3DXr98yl1aXq8qP81k7TDVqkO8hxn5bpCa1QE50M6Q19oH2jZjw1GsZ6tnWqlHMW6MQw2r8BB8X9pg==</latexit>

Z 0 <latexit sha1_base64="rMceR9L+NDGgXoccc4NmKopa16Y=">AAAEoHicjVPLbtNAFL0pBkp5NIUNEpvQqIiVNUEVIFYVbLqjaUlbUUfR2Jmko/olexLUWvkBfoAFbEAqEuIX2LHhB1j0ExDLIrFhwZmxG1qKU8ay594zc+7jeMaNfZkqxg4qU+es8xcuTl+auXzl6rXZ6tz19TQaJJ5oeZEfJZsuT4UvQ9FSUvliM04ED1xfbLg7T/T6xlAkqYzCZ2o3Fu2A90PZkx5XgDrVqqOimhMOHJcnGeZRp1pnNjOjdtpoFEadirESzVU+kUNdisijAQUkKCQF2ydOKZ4tahCjGFibMmAJLGnWBY1oBtwBdgns4EB38O3D2yrQEL6OmRq2hyw+3gTMGi2wr+wDO2Rf2Ef2jf0qjZWZGLqWXcxuzhVxZ/blzbWfZ7ICzIq2/7Am1qyoRw9NrRK1xwbRXXg5f7j36nDt0epCdoe9Y99R/1t2wD6jg3D4w9tvitXXE+px0TeHLxCzXLkMWK79NrzuRI3TsbqS9jDnGnNTr0AUzdXsEN4Lo35g9AgRNwPugjkqLP1numONo4Jdzu2OO9EnpG0wfSZ6wGzY+WpGdaxq7Ry6jTdBpX10poyto/WPnaTyXLl2/8rlGLWO4ugsNdOP3n+U/Xhe+z9zlXc3KePJrs/oGXe18ffNPG2s37Mb9+3F5mJ96XFxa6fpFs3TXeR4QEu0TCvUQidDekP79N6at5atp1Yz3zpVKTg36MSwnv8GG3z8Ag==</latexit>! ⌫⌫̄

図5.8 筆者らの論文 [7] の中で議論した、Z′ 探索において注目するダイアグラム。パラメータ領域

mZ′ < 2mµ では、途中で生成された Z′ はニュートリノペアに崩壊する。

MUonE 実験で図 5.8の過程 µe→ µeZ ′, Z ′ → νν̄ を調べることで、ミューオン g − 2 favored な領域を含

む広範囲のパラメータ領域を調査することができる。詳細は次の第6章を参照されたい。

5.4.4 Belle II実験

上記に挙げた実験の他に、Belle II 実験 [111] によっても U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索が可能である。実際、

ミューオンから直接 Z ′ が伸びる e+e− → µ+µ−Z ′, Z ′ → νν̄ 過程 [112] や、対消滅で生じた光子から、ルー

プを介して Z ′ が生成される e+e− → γZ ′, Z ′ → νν̄ 過程 [61] を調べることで Z ′ を探索できることが指摘さ

れている。

27

Soryushiron Kenkyu



第 6章

MUonE実験と新物理

この章では、MUonE 実験による新物理探索について議論する。MUonE 実験が観測する µe → µe 弾性

散乱に新物理の兆候が現れる可能性については、先行研究 [113, 114] などで議論がされてきたが、いずれも

MUonE 実験の精度では探索することは難しいという結論を出していた。本章では、これらの先行研究につい

て簡単に触れた後、筆者と共同研究者らによる論文に基づき [7]、MUonE 実験における µe→ µeZ ′ 過程に注

目した invisible search によって新物理が探れることを示す。

6.1 µe→ µe 弾性散乱と新物理

MUonE 実験の目的である µe → µe弾性散乱の測定に新物理が与える影響について考えよう。以下では新

粒子の質量が O(1) GeV より重い場合と軽い場合に分けて議論することにする。

6.1.1 新粒子が重い場合 (≫ O(1) GeV)

新粒子の質量が O(1) GeV より重い場合、その寄与を積分することで有効理論の議論に帰着することがで

きる。これは先行研究 [113] の中で用いられている手法であり、利点として、特定の BSM 理論に依存しない

一般的な議論が可能である。詳細は省くが、先行研究 [113] の結論は、電子の g − 2 など、既に知られている

実験からの制限を考慮に入れると、MUonE 実験の精度では µe → µe弾性散乱への新物理からの寄与を測定

することは難しいだろう、ということである。

6.1.2 新粒子が軽い場合 (≲ O(1) GeV)

反対に、新粒子の質量が O(1) GeV より軽い場合、有効理論の議論は使えないため、モデルに依存した議論

が必要になる。代表的なものとして、dark photon [113] や、U(1)µ−τ ゲージボゾン [114] について寄与を分

析した先行研究があるが、いずれも結論は、重い新粒子の場合と同じく、既知の実験制限を考慮に入れると、

MUonE 実験の精度では µe → µe弾性散乱への新物理からの寄与は無視できてしまう、という主張にまとめ

られる。
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6.2 µe→ µeZ ′ 過程に注目した invisible search
上述の通り、MUonE 実験における µe→ µe測定への新物理からの影響は無視できるほど小さい。そこで、

他の過程で新物理を探索することを考える。そのために、最も単純な過程の一つとして U(1)µ−τ ゲージボゾ

ン Z ′ を一つ放出する µe→ µeZ ′ 過程を考えてみよう。驚くべきことに、これまで MUonE 実験の文脈でこ

のような過程を通して新粒子を探す試みはなかった。そこで、筆者と共同研究者らはこの µe→ µeZ ′ 過程に

注目し、このシグナルを追うことで Z ′ を探すことを提案した [7]。本節では、その内容について簡単にまとめ

ていく。

初めに、シグナルである µe→ µeZ ′ 過程についてコメントをしておこう。今回 Z ′ を探索する上で我々が注

目したのは、mZ′ < 2mµ のパラメータ領域である。この領域は5.3節で述べたように、未だミューオン g − 2

favored な領域が残っているため、U(1)µ−τ ゲージボゾンを探す上では打って付けと言える。ただし、生成し

た on-shell の Z ′ がミューオンペアに崩壊できないため、直接 Z ′ を観測することはできない。即ち、ニュート

リノペアへの崩壊の痕跡を探る invisible search が前提となる。

次に、Z ′ 探索のための戦略を述べる。考えられる SM 由来のバックグラウンドとして、主に µe→ µe弾性

散乱過程、µe→ µeγ 過程、及び電弱過程 µe→ µeνν̄ が挙げられる。このうち、µe→ µe過程については既

に 4.2節で説明したように、我々は運動学をよく知っているため、適切な運動学的選択基準を課すことでシグ

ナルとの判別が可能である。さらに µe→ µeγ 過程も、後述するように選択基準を考慮することで取り除くこ

とができる。残る電弱過程 µe → µeνν̄ については、シグナル µe → µeZ ′ と最終的な終状態が同じであるた

め *31、運動学的には除去することができない。そこで、電弱過程についてはモンテカルロ・シミュレーショ

ンを用いてイベントの数を具体的に計算することにする。

まず、運動学的選択基準によって µe→ µe弾性散乱過程、µe→ µeγ 過程が除去できることを確認しよう。

今、次の三つの選択基準を課すことを考える *32。

(i) θfµ > 1.5 mrad.
(ii) 1 GeV < Efe < 25 GeV.
(iii) Photon veto.

図 6.1に、選択基準として採用した θfµ と Efe、そして µe→ µe弾性散乱の elastic curve を示した。図 6.1から

明らかな様に、µe→ µe過程は条件 (i),(ii) を同時に満たすことはない。実際、条件 (i) を満たした場合、Efe
の最小値は 38 GeV であって、条件 (ii) の領域外である *33。

*31 Z′ の崩壊幅がmZ′ よりも十分小さいため、最終的な終状態が同じではあるが、シグナルと電弱過程 µe→ µeνν̄ の干渉は無視し

て良い。実際、今回注目するパラメータ領域では、崩壊幅は ΓZ′ ≃ g2
Z′
8π

mZ′ かつ結合定数 gZ′ も小さいため、narrow width 近
似が有効な条件 ΓZ′/mZ′ ≪ 1 を満たす。この元では近似的に∣∣∣∣∣ 1

p2 −m2
Z′ + imZ′ΓZ′

∣∣∣∣∣
2

=
1

(p2 −m2
Z′ )2 +m2

Z′Γ
2
Z′

−−−−−−−−−→
ΓZ′/mZ′≪1

π

mZ′ΓZ′
δ(p2 −m2

Z′ ), (6.1)

が成り立つ。即ち、Z′ はほとんど on-shell であって、off-shell の Z∗ とは干渉しない。
*32 MUonE の θfµ 分解能は O(0.01) mrad である。また、Ef

e や Ef
γ を測定する ECAL の分解能は、≲ 10% 程度である。

*33 実際の実験では、ECALのエネルギー分解能のため、弾性散乱イベントのごく一部が信号領域に漏れてしまうことがある。このエ
ネルギー分解能は、電子が生成される位置に依存し、Ef

e ≥ 40 GeV で約 2 ∼ 5% と見積もられている [2]。この位置依存性は、
シリコン検出器やベリリウムターゲットとの二次的な相互作用に起因するもので、電子軌道に沿ってヒットのパターンを再構成す
ることで、エネルギー分解能を向上させることができるかもしれない [2]。いずれにしても，検出器の校正後には，弾性散乱イベン
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続いて、µe→ µeγ過程を考える。今、この過程における終状態の電子と光子のエネルギーの和Efeγ ≡ Efe +Efγ
は、soft photon 極限 Efγ → 0 で最小となり、弾性散乱時の電子のエネルギーに一致する (これの証明は付

録 C.2.2で与える)。このため、条件 (i),(ii) の元で、Efγ は少なくとも 38 GeV−Efe ≳ 13 GeV 以上のエネル

ギーを持つ。このような高いエネルギーを持つ光子は、電子と十分離れていれば、ECAL で検知可能であり条

件 (iii) で落とすことができる。また、この過程における光子の角度は選択基準のもとで θfγ ≤ 6 mrad 程度で

あり*34、MUonE 実験で想定されている ECAL の横方向の大きさ O(1× 1) m2 で全ての光子を検知すること

が可能である。仮に、電子と光子が十分離れておらず、ECAL で判別ができない場合も、これが 38 GeV 以上

の一つの電子として観測されるはずなので、やはり条件 (ii) で落とすことができる。以上より、µe→ µe過程

と µe→ µeγ 過程は上記の選択基準によって運動学的に取り除くことができる。
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図6.1 µe → µe (µe → µeγ) 過程における、θfµ を固定した場合の Ef
e (Ef

eγ の最小値) を表すグラフ。垂

直方向の破線と、水平方向の点線はそれぞれ選択基準として採用した θfµ と Ef
e を表す。

さて、その他の潜在的なバックグラウンドとして、µe→ µe過程に伴う多重散乱と、ミューオンの原子核散

乱についてもコメントしておこう。この二つについてはまだ完全には決定されていない実験装置に強く依存す

るため、ここでは深く立ち入らないが、この 2 つのバックグラウンドはうまくコントロールできると期待でき

る。なぜなら、多重散乱はミューオンの散乱角が選択基準の条件 (i) を満たし、かつその後の散乱で電子がエ

ネルギーを失って条件 (ii) の範囲に入った場合や、終状態の電子のエネルギーが条件 (ii) の範囲にあり、かつ

ミューオンが 2 度目の散乱を受け、散乱角が大きくなり条件 (i) を満たした場合に、選択基準を満たすが、い

ずれの場合も、2 回目の散乱点に相当のエネルギーのデポジットがあるため、その痕跡はキンク、あるいはブ

ランチとしてトラッカーで検出することができるからである。同様に、ミューオンの原子核散乱イベントにつ

いては、文献 [2] で議論されているように、トラッカーで電磁シャワー由来の粒子多重度を見て識別すること

トの混入が十分に抑制されるように，条件 (i),(ii) を調整する必要がある。
*34 詳細は付録 C.2.3を参照。
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図6.2 選択基準の条件 (i) を課した元でのシグナルイベントの Ef
e の分布。積分ルミノシティは 15 fb−1

を仮定した。(mZ′ , gZ′) = (100 MeV, 10−3) を緑で、(mZ′ , gZ′) = (10 MeV, 5× 10−4) を青で表してあ

る。灰色の領域は選択基準 (ii) の範囲外。

が可能である。

最後に、本研究で得た結果を述べる。今回我々はモンテカルロ・シミュレーションによってシグナル

µe→ µeZ ′ 及び、電弱バックグラウンド µe→ µeνν̄ の過程についてイベント数を計算した。その際、我々が

用いたのは UFO ファイルを生成するための、FeynRules v2.3.48 [115, 116] 及びシミュレーションを行う

ための MadGraph5_aMC@NLO v3.1.1 [117] である。また、積分ルミノシティは 15 fb−1 を仮定した。これは、

MUonE が数年で到達できるとされている値である [2]。
まず、図 6.2は選択基準の条件 (i) (θfµ > 1.5 mrad) を課した元でのシグナルイベントの Efe の分布である。

ミューオン g − 2 を説明できる二つのベンチマークポイントについて、(mZ′ , gZ′) = (100 MeV, 10−3) を緑

で、(mZ′ , gZ′) = (10 MeV, 5× 10−4) を青で表した。いずれの場合も、多くのシグナルイベントが選択基準

の条件 (ii) (1 GeV < Efe < 25 GeV、図では灰色で表記) を満たしていることがわかる。また、これらのイベ

ントでは電子は前方 (θfe ≲ 20 mrad) に散乱されるため、ほとんどのシグナルイベントは ECAL に当たるこ

とがわかった。一方、電弱プロセスの µe→ µeνν̄ も同様に MadGraph5_aMC@NLO v3.1.1 によってシミュレ

ーションを行った結果、イベント数は ∼ 10−4 程度で無視できるとわかった。

図 6.3では、(mZ′ , gZ′) 平面において、選択基準 (i-iii) を満たすシグナルのイベント数 Nsig を等高線によ

って図示した。ここでも積分ルミノシティは 15 fb−1 を仮定してある。オレンジと黄色の帯は、ミューオン

g − 2 の観測値と標準模型の理論値との差を、それぞれ 1σ,2σ レベルで説明可能な領域である。赤い二つの

星は、それぞれ図 6.2で用いたベンチマークポイントで、1σ の帯に含まれる。緑の影の領域は既に BABAR
実験 [101] で棄却されている領域で、Belle 実験からの制限も同程度である [105]。灰色の影は、Borexino 実

験からくる制限で棄却されている [102]。この制限は [66] から引用した。濃い (薄い) 青の領域は、Neutrino
Trident Production からくる制限で、CHARM-II [103] 実験及び CCFR [104] 実験で棄却されている (文
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図6.3 (mZ′ , gZ′) 平面における、選択基準 (i-iii) を満たすシグナルのイベント数 Nsig の等高線。オレ

ンジと黄色の帯はミューオン g − 2 アノマリーをそれぞれ 1σ、2σ レベルで説明可能な領域。赤い二つ

の星は、それぞれ図 6.2で用いたベンチマークポイント。緑、灰色、濃い青、薄い青の領域はそれぞれ

BABAR [101], Borexino [102], CHARM-II [103], そして CCFR [104] 実験で棄却されている。

献 [54] から引用)。図から見て取れるように、ミューオン g − 2 アノマリーを説明できる領域において、シグ

ナルが ∼ 103 イベントほど得られることが期待される。軽い質量領域では、gZ′ が O(10−5) 程度まで小さい

領域でも、O(1) イベントが得られることが期待できる。一方、mZ′ ≳ 100 MeV 程度の領域では、イベント数

は運動学的に抑えられ、mZ′ ≃ 300 MeV 程度でイベント数は 0 になる。
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第 7章

結論

本修士論文ではミューオン g− 2 アノマリーを解決するモデルの一つである、U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ

模型の MUonE 実験による検証可能性を議論した。結果として図 6.2, 6.3のように、µe → µeZ ′ 過程に注目

することで、MUonE 実験による U(1)µ−τ ゲージボゾンの探索は、追加の装置を導入することなく十分に可

能である結論を得た。

SM 由来のバックグラウンドを取り除くため、我々は次の三つの選択基準を課した。

(i) θfµ > 1.5 mrad.
(ii) 1 GeV < Efe < 25 GeV.
(iii) Photon veto.

µe→ µe弾性散乱は、大きいミューオンの散乱角には常にエネルギーを持った電子が伴うため、この選択基準

を満たすことができない。µe→ µeγ 過程は、hard な光子が存在する場合のみ選択基準 (i,ii) を満たしうるが、

光子を veto する条件 (iii) によって取り除くことができる。また、電弱過程 µe→ µeνν̄ のイベント数は無視

できるほど小さい。故にこの戦略のもとでシグナル µe→ µeZ ′ を追えば、バックグラウンドを気にすること

なく ivisible search を行うことができる。また、我々の選択基準 (i-iii) は、閾値を最適化したり、電子の散乱

角や acoplanarity などの変数を追加して改善することが可能である。

実際の実験装置や検出器の性能に関する知識が不足しているため、この研究では定量的に議論されていない

他の潜在的な SM バックグラウンドプロセス (多重散乱や原子核散乱など) が存在する。6.2節で述べたように、

これらの過程は制御可能であると期待されているが、実験にあたってこの議論の検証、並びにこれらの過程に

関連するイベントの数に対し、事前の正確な評価が必要である。これらの問題やその他の問題については、今

後検討すべき課題である。

U(1)µ−τ ゲージボゾンを探索する実験としては、MUonE 実験と同時期に NA64µ が提案されてい

る [108, 109]。一方 MUonE 実験は本来 µ − e 弾性散乱を用いてハドロンの真空分極 (HVP) の寄与を評価

することに特化した実験であって、先行研究でも BSM の探索の是非については否定的な見方がされてき

た [113, 114]。その中で著者らの論文 [7] は MUonE 実験は新物理にも敏感であることを示し、MUonE 実験

が二重の目的を果たすことができることを初めて指摘した。さらに6.2節で述べた戦略は、他の模型 (例えば

ALPs など) を MUonE 実験によって探索する上でも応用できることが期待される。
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付録 A

Dirac 方程式における磁気能率

外場 Acl
µ (x) がある時の Dirac 方程式は以下で与えれられる。

[iγµ(∂µ + iqAcl
µ (x))−m]ψ(x) = 0. (A.1)

これの非相対論的極限を考えたとき、磁場との相互作用が

HPauli =
q

2m
σ ·Bcl(x), (A.2)

として現れることを確認しよう。第2章で述べた様に、上記の場合 g 因子は 2 である。

今注目するのは静磁場との相互作用なので、外場として Acl
µ (x) = (0,Acl(x)) を考える。そして、この時の

Dirac 方程式はハミルトニアンの言葉で

i
∂

∂t
ψ(x) = Ĥψ(x), (A.3)

Ĥ = α · (−i∇+ qAcl(x)) +mβ, (A.4)

と書ける。ここに∇ = (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z) 及び、

αi =

(
0 σi

σi 0

)
, β =

(
1̂ 0

0 −1̂

)
, (A.5)

である。

今、ディラック方程式の解のうち、正エネルギー解に注目しよう*35。非相対論的極限 (m≫ |p|) を考える

と、位相因子のうち時間発展する部分は

e−iEt ≃ e−imte−iE
clt, (A.6)

と分割できる (ただし、E ≡
√
p2 +m2, Ecl ≡ p2/2mと置いた)。e−imt には運動量依存性はないので、これ

を前に出すと非相対論極限における ψ(x) の表式

ψ(x)→ e−imt
(
κ(x)
χ(x)

)
, (A.7)

を得る。ただし、後の便利のために右辺を 2 成分スピノル κ(x), χ(x) で表しておいた*36。

*35 後述するように、ここで負エネルギー解を選ぶと反粒子の方程式が導かれる。
*36 本文ではスピノルをカイラル表示で表していたが、ここでは非相対論極限を取ったときに見やすいようにディラック表示を使って

いるので注意せよ。
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さて、この ψ(x) の非相対論的な表式 (A.7) を Dirac 方程式 (A.3) に代入してみよう。すると 2 成分スピノ

ル κ(x), χ(x) に関する方程式(
m+ i

∂

∂t

)
κ(x) = σ · (−i∇+ qAcl(x))χ(x) +mκ(x), (A.8)(

m+ i
∂

∂t

)
χ(x) = σ · (−i∇+ qAcl(x))κ(x)−mχ(x), (A.9)

を得ることができた。二つの式は対称的な形をしているが、右辺第二項の符号が反転している。故に、整理す

れば、

i
∂

∂t
κ(x) = σ · (−i∇+ qAcl(x))χ(x), (A.10)(

2m+ i
∂

∂t

)
χ(x) = σ · (−i∇+ qAcl(x))κ(x), (A.11)

となる。ここで式 (A.11) 左辺に注目してみよう。今、非相対論的極限を考えているから、m≫ Ecl より χ(x)

の時間微分は近似的に落とすことができる。(
2m+ i

∂

∂t

)
χ(x) ≃ 2mχ(x). (A.12)

よって、式 (A.11) は簡単に解くことができて、

χ(x) =
1

2m
σ · (−i∇+ qAcl(x))κ(x), (A.13)

と分かる。後はこれを式 (A.10) に代入すれば良い。実際にやってみると、κ(x) の方程式として

i
∂

∂t
κ(x) = Ĥκ(x), (A.14)

Ĥ =
1

2m
{σ · (−i∇+ qAcl(x))} {σ · (−i∇+ qAcl(x))}, (A.15)

が得られる。

この形は少々不便なので、よく知るシュレディンガー方程式の形に帰着させたい。パウリ行列の公式

(σ · a)(σ · b) = a · b+ iσ · (a× b) を用いることで速やかに

i
∂

∂t
κ(x) = Ĥκ(x), (A.16)

Ĥ =
1

2m
(−i∇+ qAcl(x))2 +

q

2m
σ ·Bcl(x), (A.17)

が導出できる*37。ただし、途中で ∇×A(x) = B(x) を使った。これがディラック方程式の非相対論的極限

(いわゆるパウリ方程式) であり、冒頭で述べたように、磁場との相互作用が q
2mσ ·Bcl(x) として現れている

ことが分かる。

*37 正エネルギー解ではなく、負エネルギー解の非相対論的極限を取った場合は、式 (A.16), (A.17) の代わりに

i
∂

∂t
(iσ2χ

∗) = Ĥ(iσ2χ
∗), (A.18)

Ĥ =
1

2m
(−i∇− qAcl(x))2 +

q

2m
σ ·Bcl(x), (A.19)

が導かれる (ただし、σ = −σ2σ∗σ2 を途中で使った)。これは式 (A.16)と比べて電荷を反転させた方程式になっているため、反
粒子の運動方程式と解釈できるだろう。実際、CP 変換 ψ −−→

CP
iγ2γ0ψ∗ は 2 成分の言葉で書くと、κ → iσ2χ∗ の置き換えに相

当する。
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付録 B

a
HVP,LO
µ の計算

この付録では第3章では割愛した、aHVP,LOµ を現象論的に計算するための二つの公式

aHVP,LOµ =
α2

3π2

∫ ∞

m2
π

K(s)

s
R(s)ds, (3.1)

aHVP,LOµ =
α

π

∫ 1

0

(1− x)∆αhad(t(x))dx, (3.5)

の導出を行う。本文でも述べたように、これらの表式は古くから知られたものではあるが [48,49,51]、その過

程を追うことは aHVP,LOµ の現象論的計算を理解する上で重要である。

B.1 White Paperの方法
まずは White Paper [10] で採用された、公式 (3.1) の導出に取り掛かろう。方針として、初めに HVP 由来

の g− 2 因子を、非摂動的な情報を含む HVP 本体の部分と、HVP を含まない部分の g− 2 因子の積に分解で

きることを示す (図B.1を参照)。
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m2 = s

s

図B.1 分散関係式による aHVP,LO
µ の計算法の概念図。分散関係を用いることで、HVP 由来の g− 2 因子

を、非摂動的な情報を含む HVP 本体の虚部と、質量が s の massive vector boson 由来の g − 2 因子に分

解し、それらの積の積分に帰着できる (ただし係数は省略した)。

そのために、真空偏極 Π(k2) について解析接続を行ない、分散関係式を使う *38。今、図 B.2の様な経路 C

*38 解析接続の際、Π(s) は s < 0 のとき実である (Π(s)∗ = Π(s∗)) が、複合粒子が生成される branch cut 近くでは

ReΠ(s+ iϵ) = ReΠ(s− iϵ), ImΠ(s+ iϵ) = −ImΠ(s− iϵ), (B.1)

のように振る舞うことに注意せよ。
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を考えよう。コーシーの積分公式から、Π(k2) は C 上の周回積分として表すことができる。

Π(k2) =
1

2πi

∫
C

ds
Π(s)

s− k2
. (B.2)

ここで、右辺の積分には外周からの寄与はないので、branch cut 上下の経路からくる因子のみ抽出される。こ

のうち、実部は cut を跨いでも不変なので上下で打ち消し合い、結局虚部のみが残る。以上より、真空偏極

Π(k2) の分散関係式

Π(k2) =
1

π

∫ ∞

s0

ds
ImΠ(s+ iϵ)

s− k2
, (B.3)

を得る。ここに、ϵ > 0 である*39。
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Re(s)

<latexit sha1_base64="ThbvVQ8nZM2L39ApXYXg/ZjbnHw=">AAAEnHicjVPLbtNAFL0pBkp59MEGCQkFoqKysSaogopVBSxACKkPklZqQjV2JolVvzSeBLVWfoAfAIlVK7FA/AI7NvwAi34CYlkkNiw4M3ZDS3HKWPbce2bOfRzPOLHvJYqx/dLYGevsufPjFyYuXrp8ZXJqeqaeRD3pipob+ZFcd3gifC8UNeUpX6zHUvDA8cWas/VIr6/1hUy8KHyhtmPRDHgn9NqeyxWgl42Aq64M0qfBYC65szlVYTYzo3zSqOZGhfKxFE2XPlGDWhSRSz0KSFBICrZPnBI8G1QlRjGwJqXAJCzPrAsa0AS4PewS2MGBbuHbgbeRoyF8HTMxbBdZfLwSzDLNsq/sAztgX9hH9o39KoyVmhi6lm3MTsYV8ebk62urP09lBZgVdf+wRtasqE0LplYPtccG0V24Gb+/8+Zg9cHKbHqb7bHvqH+X7bPP6CDs/3DfL4uVdyPqcdA3hy8Qs1i5FFimfRdea6TGyVBdj3YwZxpzU69AFM3V7BDeK6N+YPQIETcF7oA5yC39Z1pDjaOcXcxtDTvRJ6RpMH0m2sBs2NlqShWsau0adBOvRKUddKaMraN1jpyk4lyZdv/K1TBqHcbRWcqmH73/MPvRvPZ/5irublTG412f0jPuavXvm3nSqN+1q/fs+eX5yuLD/NaO03W6RXPIcZ8W6QktUQ2dSHpLu7Rn3bAeW8+s59nWsVLOuUrHhlX/DY+U+q4=</latexit>

Im(s)

図B.2 分散関係式における積分経路 C。経路 C で Π(s)/(k2 − s) を積分すると、外周からの寄与はない

ため branch cut 上下の経路からくる因子が抽出される。実部は cut を跨いでも変わらないので、結局虚部

のみの積分に帰着される。複合粒子が生成される閾値を s0 とした。

また、繰り込まれた真空偏極 Πren(k
2) = Π(k2)−Π(0) は、式 (B.3) を使えば

Πren(k
2) =

k2

π

∫ ∞

s0

ds

s

ImΠ(s+ iϵ)

s− k2
, (B.4)

で与えられる。

ここまでの議論から、ハドロン真空偏極 (HVP) の因子 iΠρσhad,ren(k
2) ≡ i(k2ηρσ − kρkσ)Πhad,ren(k

2) は、

光子の伝搬関数で挟むと次のような変形を経て、綺麗に HVP 本体と k2 = sに pole を持つプロパゲータ (の

*39 ImΠ(s + iϵ) の因子は、footnote *38でも述べたように、引数虚部の正負によって符号が反転する。このため、符号間違いを犯
さないためにも、iϵ の前の符号 (及び ϵ の正負) には細心の注意を払う必要がある。また、陽には表記しなかったが、分母にも
s+ iϵ− k2 の形で iϵ依存性が入る。この後ループ積分を計算する際に、通常プロパゲータの分母に 1/(k2 −m2 + iϵ) として iϵ

が挿入されるが、これと上記の iϵは異なることに注意しよう。
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ようなもの) に分解できる。

−i
k2

(
ηµν − (1− ξ)k

µkν

k2

)
iΠρσhad,ren(k

2)
−i
k2

(
ηµν − (1− ξ)k

µkν

k2

)
=
−i
k2

(
ηµν −

kµkν
k2

)
Πhad,ren(k

2)

= − 1

π

∫ ∞

s0

ds

s
ImΠhad(s+ iϵ)

−i
k2 − s

(
ηµν +

kµkν
k2

)
. (B.5)

ただし、U(1)EM のゲージパラメータを ξ と表記した。

さて、我々が求めたいのは aHVP,LOµ の公式であった。aHVP,LOµ を求めるには理論上、図 2.2にファインマン

ルールを適用して得られる、以下のループ積分を評価すれば良い。

aHVP,LOµ  ←−−
g−2

e2
∫

d4k

(2π)4
ū(p′)γµ(/p

′ − /q +m)γα(/p− /k +m)γνu(p)

((p′ − k)2 −m2)((p− k)2 −m2)

−iηµρ
k2

iΠρσhad,ren(k
2)
−iησν
k2

.(B.6)

ただし、←−−
g−2

はループ積分から g − 2 への寄与の抽出を意味するものとする。また、m, p, p′ はそれぞれ、外

線のフェルミオンの質量と運動量である。しかし、本文でも述べたように HVP の因子は非摂動効果を含んで

いるため、このままでは評価することは難しい。そこで、先程導出した式 (B.5) をこのループ積分に適用しよ

う。すると、ループ積分を非摂動効果を含む部分、そしてそれ以外の部分の積分に分解することができる。

aHVP,LOµ  ←−−
g−2
− 1

π

∫ ∞

s0

ds

s
ImΠhad(s+ iϵ) ū(p′)δΓα(q

2, s)u(p) (B.7)

δΓα(q
2, s) ≡ −ie2

∫
d4k

(2π)4
γµ(/p

′ − /q +m)γα(/p− /k +m)γν

((p′ − k)2 −m2)((p− k)2 −m2)

−i
k2 − s

(
ηµν +

kµkν
k2

)
. (B.8)

ただし、式変形に当たって積分の順序を交換し、q′ ≡ p′ − pと置いた。

ここまでの導出から分かるように、δΓα(q2, s) は、質量がm =
√
sであるような、ゲージボゾンループ由来

の vertex 補正因子と酷似している (図 B.1を参照)。実際、g−2への寄与という観点では、縦波成分 (kµkν/k2)
を含む積分は計算すると 0 になる。このため、aHVP,LOµ を考える上では、ファインマンゲージにおけるゲージ

ボゾンの vertex 補正と等しい *40。一般に、質量がM のゲージボゾンからくる、フェルミオン f の g − 2 に

対する補正 ∆af は、結合定数を g として

∆af =
g2

8π2

∫ 1

0

dx
2x2(1− x)

x2 + (1− x)M2/m2
(B.10)

であることが知られている (導出は教科書 [118] などを参考にせよ)。今回は g = e,M =
√
sと読み替えれば

よく、g − 2 補正因子は以下の通りとなる。

ū(p′)δΓα(q
2, s)u(p)

∣∣
q2→0

−−→
g−2

α

π

∫ 1

0

dx
x2(1− x)

x2 + (1− x)s/m2
. (B.11)

*40 δΓα(q2, s) の縦波成分が消える理由は、次のように理解できる。
まず、U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型で、ミューオン g − 2 補正を考えたとしよう。この際、Z′ 伝搬関数の縦波成分は、ゲ

ージに依存するため、観測量である g − 2 への寄与はない。また、footnote *24より、U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場
や NG ボゾンの効果は考えなくて良い。

そこで、式 (5.6) においてm2
Z′ = sと読み替えて、ランダウゲージ ξ = 0 を取ってみよう。すると縦波成分に注目すれば、

−i
k2 − s

kµkν

k2
−−−→
g−2

0, (B.9)

を得る。ただし、−−−→
g−2

は左辺に含まれる g − 2 への寄与を抽出するものとする。この表式の左辺はまさに δΓα(q2, s) の縦波成分

そのものであって、g − 2 への寄与が 0 であることが確認できた。
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故に、aHVP,LOµ は次の形に帰着できることが分かった。

aHVP,LOµ = − α

π2

∫ ∞

m2
π

ds

s
ImΠhad(s+ iϵ)K(s). (B.12)

ここに、K(s) は Kernel function と呼ばれる関数で、

K(s) ≡
∫ 1

0

dx
x2(1− x)

x2 + (1− x)s/m2
, (B.13)

として定義された関数である*41。

さて、式 (B.12) は、aHVP,LOµ が図 B.1のように、解析的な計算が困難な HVP 本体の虚部と、HVP を含ま

ない部分の g − 2 因子に分解できることを示している。しかしながら、このままではただ同値変形を施しただ

けであって、ImΠ(s+ iϵ) の情報を得られなければ、式変形した意味を為さない。そこで、光学定理を使うこ

とで、HVP の虚部を観測量である e+e− → hadrons 過程の散乱断面積に言い換えることを考える。

<latexit sha1_base64="f0VDdeEMNgNEBmLqTyTxT7Equ98=">AAAEmXicjVNNTxNBGH6LqyJ+AHox4VJtMJ42U0KEeEK9oCegFkjahsxup+2E/crutAY2/QPejQcTjSYejH/Bmxf/gAd+gvGIiRcPPjO7VBC3OJvded9n5nk/np1xIk8mirGD0sQ56/yFi5OXpi5fuXptemb2+mYS9mNX1N3QC+NthyfCk4GoK6k8sR3FgvuOJ7ac3Ud6fWsg4kSGwVO1F4mWz7uB7EiXK0CNps9VL/bTx/5wZ6bCbGZG+bRRzY0K5WMtnC19oia1KSSX+uSToIAUbI84JXgaVCVGEbAWpcBiWNKsCxrSFLh97BLYwYHu4tuF18jRAL6OmRi2iywe3hjMMs2zr+wDO2Rf2Ef2jf0qjJWaGLqWPcxOxhXRzvTzm7WfZ7J8zIp6f1hja1bUoWVTq0TtkUF0F27GH+y/PKzd35hP77B37Dvqf8sO2Gd0EAx+uO/XxcarMfU46JvDF4hZrFwKLNO+B689VuNkpK6kfcyZxtzUKxBFczU7gPfMqO8bPQLETYE7YA5zS/+Z9kjjMGcXc9ujTvQJaRlMn4kOMBt2tppSBatauybdwhuj0i46U8bW0brHTlJxrky7f+VqGrWO4ugsZdOP3n+U/Xhe+z9zFXc3LuPJrs/oGXe1+vfNPG1sLtjVe/bi+mJl5WF+aydpjm7TXeRYohVapTWqm05e0Gt6Y81ZD6xV60m2daKUc27QiWHVfgPZDfnM</latexit>

Im HVP

4

<latexit sha1_base64="qEZgxQt75CigqE1gmLiTKnZ1538=">AAAEnHicjVPLahRBFL0TW03iI4luAoKMDhE3NjUhqLgKxoUgQh7OJJCZhOqemkmTflFdM5I08wP5AQVXCbgQf8GdG3/ART5BXEZw48JT1Z0xMfbEarrr3lN17uN0lRP7XqIYOyyNXLAuXro8OjZ+5eq16xOTUzfqSdSVrqi5kR/JNYcnwvdCUVOe8sVaLAUPHF+sOtsLen21J2TiReErtROLZsA7odf2XK4AbTxotCV306Sfio3Z/uZkhdnMjPJZo5obFcrHYjRV+kQNalFELnUpIEEhKdg+cUrwrFOVGMXAmpQCk7A8sy6oT+PgdrFLYAcHuo1vB956jobwdczEsF1k8fFKMMs0w76yD+yIfWEf2Tf2qzBWamLoWnYwOxlXxJsTe9MrP89lBZgVbf1hDa1ZUZsem1o91B4bRHfhZvze7pujlSfLM+k9dsC+o/59dsg+o4Ow98N9vySW3w2px0HfHL5AzGLlUmCZ9lvwWkM1TgbqerSLOdOYm3oFomiuZofwXhv1A6NHiLgpcAfMfm7pP9MaaBzl7GJua9CJPiFNg+kz0QZmw85WU6pgVWvXoDt4JSrtoDNlbB2tc+IkFefKtPtXroZR6ziOzlI2/ej9x9lP5rX/M1dxd8Mynu76nJ5xV6t/38yzRn3Wrj6055bmKvNP81s7SrfoLt1Hjkc0T89pkWroRNJb2qcD67b1zHphvcy2jpRyzk06Naz6byuT+tQ=</latexit>
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図B.3 HVP の虚部と e+e− → hadrons 過程の散乱断面積を結びつける光学定理の模式図。ただし、右

辺に現れる電子質量は近似的に落としているため、左辺には電子の情報は現れない。

今、光学定理を用いると、図 B.3のように、HVP の虚部を e+e− → hadrons 過程の散乱断面積に帰着する

ことができる。実際、等式として以下が成り立つ。

ImΠhad(s+ iϵ) = − s

e2
σ0(e+e− → hadrons; s). (B.14)

ただし、σ0 は bare な散乱弾面積を表す*42。

以上より、改めて

aHVP,LOµ =
1

4π3

∫ ∞

m2
π

ds σ0(e+e− → hadrons; s)K(s), (B.15)

を得る。通常は、散乱弾面積の代わりに R-ratio を定義して

aHVP,LOµ =
α2

3π2

∫ ∞

m2
π

K(s)

s
R(s)ds, (B.16)

R(s) ≡ σ0(e+e− → hadrons; s)
4πα2/3s

, (B.17)

と書くことが多い。

*41 この積分を実行後の表式は White Paper [10] を参照されたい。
*42 式 (B.14)の右辺に本来現れる電子質量は、sより十分小さいため無視してある。そのため、左辺には電子の情報が入っていないこ

とに注意せよ。実際、式 (B.12) より s > m2
π であるため、s≫ m2

e であってこの近似は妥当である。
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B.2 MUonE実験の方法
続いて、MUonE 実験の提案 [46, 47] の中で取り上げられている表式 (3.5) を導出する。途中までの式変形

は White Ppaer の手法と全く同じであるため、その部分は割愛する。

さて、前節では分散関係式を使うことで次の表式を得た。

aHVP,LOµ = − 1

π

∫ ∞

m2
π

ds

s
ImΠhad(s+ iϵ)

∫ 1

0

dx
x2(1− x)

x2 + (1− x)s/m2
. (B.18)

これは式 (B.12) において、K(s) の中身を陽に示した形である。今、少々唐突ではあるが、変数 t(x) を以下の

ように定義する。

t(x) ≡ − x2

1− x
m2. (B.19)

この変数 t(x) は xの積分範囲が 0 ≤ x ≤ 1 なので、その定義から常に負である。さて、aHVP,LOµ はこの t(x)

を用いて

aHVP,LOµ =
1

π

∫ 1

0

dx(1− x)
∫ ∞

m2
π

ds

s

t(x)

s− t(x)
ImΠhad(s+ iϵ), (B.20)

と書き直すことができる (ただし、s, xの積分を入れ替えた)。この表式の s積分に注目すると、繰り込まれた

真空偏極の分散関係式 (B.4) 右辺において、k2 → tと置き換えたものに一致する。故に、分散関係式 (B.4) を
逆に使えば、式 (B.12) と異なる以下の表式に帰着できる。

aHVP,LOµ =
1

π

∫ 1

0

dx(1− x)Πhad,ren(t(x)). (B.21)

本文でも強調したように、重要なのは式 (B.12) では Πhad の引数が正 (s ≥ 0) であったのに対し、この表式で

は Πhad,ren の引数が負 (t(x) ≤ 0) であるという点である。この違いによって、ハドロン真空偏極の情報を実

験の観測量に置き換える際に、time-like (s-channel) 過程を使うのか、space-like (t-channel) 過程を使うのか

の差異になる。

今回は Πhad,ren の引数が負 (t(x) ≤ 0) であるので、対応させる過程は space-like (t-channel) の実験データ

である。ここで、繰り込まれた真空偏極 Πren と、有効結合定数 αeff(t) =
α

1−∆α(t) の間に

αeff(k
2) =

α

1−Πren(k2)
, (B.22)

の対応関係が成り立つことを思い出そう。すなわち Πren(k
2) = ∆α(k2) である *43。

*43 これは次のように確認できる。光子の Full なプロパゲーター (縦波成分は省略)

iDµν(k
2) =

−iηµν
k2[1−Π(k2)]

, (B.23)

は波動関数の繰り込み Z3 ≡ 1/(1−Π(0)) と物理的な電荷 e ≡
√
Z3e0 (e0 は裸の電荷) の導入によって、

ie20Dµν(k
2) ≃

−iηµν
k2

(
e2

1− [Π(k2)−Π(0)]

)
, (B.24)

と書き直せる。この表式から、右辺括弧の中身が有効結合定数 αeff と解釈でき、式 (B.22) を得る。
厳密には vertex からの補正 F1(k2) も k2 ̸= 0 ならば考慮した方が良い。ただし、MUonE 実験で測定する t-channel 散乱で

は、HVP が vertex ループに入るダイアグラムは高次の寄与なので、ここでは無視した。
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このうちハドロンの真空偏極 Πhad,ren に対応する因子を ∆αhad(t) と表したとすると、最終的な表式として

aHVP,LOµ =
α

π

∫ 1

0

(1− x)∆αhad(t(x))dx, (B.25)

が得られる。これが、MUonE 実験の方法である。
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付録 C

Kinematics note

この付録では MUonE 実験の運動学について整理し、適宜本文で提示した公式の導出を行う。

C.1 µe→ µe散乱過程の運動学

本節では MUonE 実験で測定する µ− e散乱の運動学についてまとめていく。今回は MUonE 実験に則し、

静止した電子と、入射エネルギーが 150 GeV のミューオンによる弾性散乱を考える。もちろん、本稿の計算

は質量や入射エネルギーの値を変更すれば、他の 2→ 2 散乱問題への応用が可能である。

<latexit sha1_base64="xQFqHyRZao2Psm4xTTO4zPc403k=">AAAEr3icjVM9b9NAGH5TDJTy0RQWJAYMURGTda7Kh5CQKhCCsR8kqVSnwXYuyan+ku0EtVZGFv4AAxNIDKgrbGws/AGG/oSqY5FYGHju7IaWkpSz7Hvf5+55Px7fOZEnkpSxndLEKe30mbOT56bOX7h4abo8c7mWhL3Y5VU39MJ41bET7omAV1ORenw1irntOx6vOxuP5Xq9z+NEhMHzdDPiDd/uBKItXDsF1Cxff9LMLL83WM/EQH+om3eYbvl22o397CmvDfRmucIMpoZ+3DALo0LFWAxnSl/IohaF5FKPfOIUUArbI5sSPGtkEqMIWIMyYDEsodY5DWgK3B52ceywgW7g24G3VqABfBkzUWwXWTy8MZg6zbLv7CPbZ9/YNttlv0bGylQMWcsmZifn8qg5/frqys8TWT7mlLp/WGNrTqlN91WtArVHCpFduDm/v/Vmf+XB8mx2i71ne6j/HdthX9FB0P/hfljiy2/H1OOgbxs+R8zRymXAcu278FpjNU6G6grawpxrbKt6OaJIrmQH8F4q9X2lR4C4GXAHzEFhyT/TGmocFuzR3NawE3lCGgqTZ6INzICdr2ZUwarUzqIbeGNU2kFnqbJltM6hkzQ6V67dv3JZSq2DODKLrvqR+w+yH85r/Geu0d2Ny3i06xN6xl01/76Zx43anGHeNeaX5isLj4pbO0nX6CbdRo57tEDPaJGq6OQVbdMn+qyZWl1b117kWydKBecKHRma+A06EwEM</latexit>

Ei
µ = 150GeV

<latexit sha1_base64="0rr2t9nOmxGtaA0HeyzpGSM4cRc=">AAAEoHicjVNNTxNBGH6LqyKoFL2YeKk0GE+bKSFqPBG4cJOCBSJbm9nttN2wX9md1sCmf8A/4EEvmmBi/AvevPgHPPATjEdMvHDwmdmlgrjF2ezO+z4zz/vx7IwdeW4iGTssTVwyLl+5Onltavr6jZsz5dlbm0nYjx3RcEIvjLdtngjPDURDutIT21EsuG97YsveXVHrWwMRJ24YPJN7kWj6vBu4HdfhElCrXLZkT0jeSi2/P3yRdoatcpWZTI/KeaOWG1XKx1o4W/pMFrUpJIf65JOggCRsjzgleHaoRowiYE1KgcWwXL0uaEhT4PaxS2AHB7qLbxfeTo4G8FXMRLMdZPHwxmBWaJ59Yx/ZEfvKPrHv7LgwVqpjqFr2MNsZV0StmVd3Nn5dyPIxS+r9YY2tWVKHHutaXdQeaUR14WT8wf7ro40n6/Ppffae/UD979gh+4IOgsFP56Au1t+MqcdG3xy+QMxi5VJgmfY9eO2xGicjdV3ax5xpzHW9AlEUV7EDeC+1+r7WI0DcFLgN5jC31J9pjzQOc3Yxtz3qRJ2QpsbUmegAM2FnqylVsaq0s+ge3hiVdtGZ1LaK1j11kopzZdr9K5el1TqJo7JUdD9q/0n203nN/8xV3N24jGe7vqBn3NXa3zfzvLG5YNYemov1xerScn5rJ+kuzdED5HhES7RKa9RAJwN6Swf0wZgzVo2nRj3bOlHKObfpzDCe/wajCfxf</latexit>

✓fµ

<latexit sha1_base64="uA7YPn2zE6wtU3SE68uB4KfO7ks=">AAAEnHicjVNNaxNBGH5TV631o61eBEGioeJpmUjR0lNRD4II/TBpoUnD7GaSDN0vdieRdskf8A8oeGrBg/gXvHnxD3joTxCPFbx48JnZbWytmzrL7rzvM/O8H8/OOJEnE8XYQWninHX+wsXJS1OXr1y9Nj0ze72ehP3YFTU39MJ4w+GJ8GQgakoqT2xEseC+44l1Z/uJXl8fiDiRYfBS7USi6fNuIDvS5QrQVkP1hOKtVAy30s6wNVNhNjOjfNqo5kaF8rEczpY+UYPaFJJLffJJUEAKtkecEjybVCVGEbAmpcBiWNKsCxrSFLh97BLYwYFu49uFt5mjAXwdMzFsF1k8vDGYZZpjX9kHdsi+sI/sG/tVGCs1MXQtO5idjCui1vTrm2s/z2T5mBX1/rDG1qyoQwumVonaI4PoLtyMP9h9c7i2uDqX3mP77Dvq32MH7DM6CAY/3PcrYvXdmHoc9M3hC8QsVi4Flmnfg9ceq3EyUlfSLuZMY27qFYiiuZodwHtl1PeNHgHipsAdMIe5pf9Me6RxmLOLue1RJ/qENA2mz0QHmA07W02pglWtXYPu4I1RaRedKWPraN1jJ6k4V6bdv3I1jFpHcXSWsulH7z/Kfjyv/Z+5irsbl/Fk12f0jLta/ftmnjbqD+zqQ3t+Zb6y9Di/tZN0i+7SfeR4REv0jJaphk5iekt7tG/dtp5az60X2daJUs65QSeGVf8N9Pj7QQ==</latexit>

✓fe

<latexit sha1_base64="NJAlwaiMRa8fH1gGmyfF6EskoUQ=">AAAEl3icjVNNTxNBGH6LqyJ+AHqReKk2GE+bKSFCvEgwEI4ULGBobXa30zJhv7I7rYFN/wBXDxyUAyYejH/Bmxf/gAd+gvGIiRcPPjO7VBC3OJvded9n5nk/np2xQ1fEkrGjwtAl4/KVq8PXRq7fuHlrdGz89locdCKHV53ADaIN24q5K3xelUK6fCOMuOXZLl+3t5+p9fUuj2IR+M/lTsjrntX2RUs4lgT0YqGR8N7LpNVrjJWYyfQonjfKmVGibCwH44VPVKMmBeRQhzzi5JOE7ZJFMZ5NKhOjEFidEmARLKHXOfVoBNwOdnHssIBu49uGt5mhPnwVM9ZsB1lcvBGYRZpkX9kHdsy+sI/sG/uVGyvRMVQtO5jtlMvDxuje3dWfF7I8zJK2/rAG1iypRbO6VoHaQ42oLpyU393dP159sjKZPGTv2HfUf8iO2Gd04Hd/OO8rfOXNgHps9G3B54iZr1wCLNV+C15zoMZxX11Bu5hTjS1dL0cUxVVsH94rrb6n9fARNwFug9nLLPVnmn2Ng4ydz232O1EnpK4xdSZawEzY6WpCJawq7Wp0H2+EStvoTGpbRWufOkn5uVLt/pWrptU6iaOyFHU/av9J9tN5zf/Mld/doIxnu76gZ9zV8t8387yxNmWWH5vTlenS3Hx2a4fpHj2gR8gxQ3O0RMtURScevaa3dGBMGE+NRWMp3TpUyDh36MwwKr8BBU344g==</latexit>

Ef
e

図C.1 (再掲) µe → µe 弾性散乱の概念図及び実験室系における変数。MUonE 実験では、終状態の電子

のエネルギー Ef
e は ECAL で、終状態の電子とミューオンの角度 θfe , θ

f
µ はトラッカーで測定ができる。

C.1.1 準備 1：実験室系における変数

計算前の準備として、記法の整理をしておこう。まずは図 C.1において、z 軸を入射するミューオン方向に

とる。そして、実験室系 (lab-frame) における始状態の変数を、次のように定義する。

piµ = (Eiµ, 0, 0, |piµ|), (C.1)
pie = (me, 0, 0, 0), (C.2)
plab ≡ piµ + pie = (Elab, 0, 0, |plab|). (C.3)

ただし、Eiµ = 150 GeV である。また、定義から明らかなように、Elab = Eiµ +me, |plab| = |piµ|である。終

状態の変数も pfµ = (Efµ , p
f
µ), p

f
e = (Efe , p

f
e ) と置いておこう。ここに、始状態と終状態の変数を区別しやす
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いように、肩に i, f でラベル付けを施した。

C.1.2 Mandelstam変数

以下、ローレンツ不変な変数を組んで運動学を調べていく。手始めに Mandelstam 変数は以下の通り。

s = (piµ + pie)
2 = m2

µ +m2
e + 2meE

i
µ, (C.4)

t = (piµ − pie)2 = 2m2
e − 2meE

f
e . (C.5)

本文でも述べたように、特に tは MUonE 実験で探索可能な ∆αhad(t) の範囲を決定するため重要な変数であ

る。また、
√
sは系の重心エネルギーに対応し、MUonE 実験の設定では

√
s ≃ 406 MeV 程度である。

C.1.3 電子の散乱角とエネルギーの関係式

続いて電子の散乱角 θfe と終状態のエネルギー Efe の関係を導出する。今、エネルギー運動量保存より、

pf2µ = (plab − pfe )2 が成り立つ。ここに on-shell 条件 pf2µ = m2
µ, p

f2
e = m2

e を代入し、

m2
µ = p2lab +m2

e − 2ElabE
f
e + 2|plab||pfe | cos θfe , (C.6)

さらにこれを cos θfe について解くと、以下の関係式を得る。

cos θfe =
Elab
|plab|

Efe −me

|pfe |
. (C.7)

ただし、途中 p2lab = s = m2
µ+m2

e +2meE
i
µ や、Eµ+me = Elab を使って式を整頓した。右辺の Elab, |plab|

は入射ミューオンのエネルギー Eiµ だけで決まるから、今導いた式 (C.7) は電子の散乱角 θfe と終状態のエネ

ルギー Efe の関係を意味する。

これをより見やすくするために、|plab| = |piµ| =
√
Ei2µ −m2

µ, |pie| =
√
Ef2e −m2

e を使って、|p|を消去し

てみよう。

θfe = arccos 1

β

√
Efe −me

Efe +me

. (C.8)

ここに、β ≡ |plab|/Elab(=
√
Ei2µ −mµ/(E

i
µ + me)) を定義した*44。また、Efe について式 (C.8) を逆に

解くと

Efe = me
1 + β2 cos2 θfe
1− β2 cos2 θfe

. (C.9)

を得る。これが本文で紹介した公式 (4.1) である。

C.1.4 準備 2：重心系における変数

ここまで実験室系の変数のみで計算してきたが、重心系の変数を用いると計算が楽に行える場合がある。そ

こで実験室系の変数 piµ, p
i
e をブーストして、重心系の変数 p̃iµ, p̃

i
e を以下のように導入する (図 C.2)。

*44 後でC.1.4節で導入するが、β は重心系へのブーストパラメータである。特に、今回のような静止標的の問題の場合は、β は入射す
る粒子のエネルギーで値が決まる。
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<latexit sha1_base64="y7oY5h+RMx4f3vFxC8D72eas+gQ=">AAAEpnicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUJIbEJREVdRRNUAWJVwYYV6oM0leoQ/Jgko/olexLUGv8AP8CCFZVYoPIJ7NjwAyz6CYhlkdiw4MzYDS3FKWPZc++ZOfdxPGNHnkgkY/uVqTPG2XPnpy/MXLx0+cpsde7qehIOY4e3nNAL4w3bSrgnAt6SQnp8I4q55dseb9tbj9V6e8TjRITBM7kd8Y5v9QPRE44lAXWr100pPJenphxwaWXdlGfP017WrdZZg+lRO2k0C6NOxVgO5yqfyCSXQnJoSD5xCkjC9siiBM8mNYlRBKxDKbAYltDrnDKaAXeIXRw7LKBb+PbhbRZoAF/FTDTbQRYPbwxmjebZV/aBHbAvbI99Y79KY6U6hqplG7Odc3nUnX19Y+3nqSwfs6TBH9bEmiX16IGuVaD2SCOqCyfnj3beHKw9XJ1P77Bd9h31v2P77DM6CEY/nPcrfPXthHps9G3B54hZrlwKLNd+AM+dqHEyVlfQDuZcY0vXyxFFcRU7gPdSq+9rPQLETYHbYGaFpf6MO9Y4LNjlXHfciTohHY2pM9ED1oCdr6ZUx6rSzqRbeGNU2kdnUtsqWv/ISSrPlWv3r1ymVuswjspS0/2o/YfZj+Zt/Geu8u4mZTze9Sk94642/76ZJ431u43mvcbiymJ96VFxa6fpJt2mBeS4T0v0hJaphU5e0S7t0UdjwXhqtIx2vnWqUnCu0bFhvPgNYsL/KA==</latexit>

✓̃fe

<latexit sha1_base64="7vmgERPvHXmdt77Ktnv7L8zRcEo=">AAAEqHicjVPLbtNAFL0pBkp5NIVNJTaBqAixsCZVRStWFWxYpi1piuoQ+TFJrPolexLUWuYD+AEWrECwQAi+gB0bfoBFPwGxLBIbFpwZu6GlOGUse+49M+c+jmesyHMTwdh+ZeqMdvbc+ekLMxcvXb4yW527upmEw9jmLTv0wnjLMhPuuQFvCVd4fCuKuelbHm9bOw/kenvE48QNg0diN+Id3+wHbs+1TQGoW503hOs5PDXEgAsz66aGP8yepL2sW60znalRO2k0CqNOxWiGc5VPZJBDIdk0JJ84BSRge2RSgmebGsQoAtahFFgMy1XrnDKaAXeIXRw7TKA7+PbhbRdoAF/GTBTbRhYPbwxmjRbYV/aOHbAv7D37xn6VxkpVDFnLLmYr5/KoO/t8fuPnqSwfs6DBH9bEmgX1aEXV6qL2SCGyCzvnj/ZeHGzcW19Ib7HX7Dvqf8X22Wd0EIx+2G/X+PrLCfVY6NuEzxGzXLkUWK79AJ4zUeNkrK5Le5hzjU1VL0cUyZXsAN5Tpb6v9AgQNwVugZkVlvwzzljjsGCXc51xJ/KEdBQmz0QPmA47X02pjlWpnUE38MaotI/OhLJltP6Rk1SeK9fuX7kMpdZhHJmlpvqR+w+zH82r/2eu8u4mZTze9Sk94642/r6ZJ43NRb1xV19aW6qv3i9u7TRdp5t0GzmWaZUeUpNa6OQZvaEP9FG7ozW1tvY43zpVKTjX6NjQrN9N4QAk</latexit>

✓̃fµ

<latexit sha1_base64="HD80ah5jBFWLd3GvTLuQ/B1skfc=">AAAEo3icjVPLbtNAFL0pBkp5NKUbJDaBKIiVNUEVIFYVbJDYtGnTVqpDZDuTdFS/ZE+CUss/wA+wYIFAQqLiF9ix4QdY9BMQyyKxYcGZsRtailPGsufeM3Pu43jGiTyRSMYOKjPnjPMXLs5emrt85eq1+erC9Y0kHMYub7uhF8Zbjp1wTwS8LYX0+FYUc9t3PL7p7D5R65sjHiciDNblOOId3x4Eoi9cWwLqVhctKbweT6Osm1r+MHue9rNutc5MpkfttNEsjDoVYyVcqHwii3oUkktD8olTQBK2RzYleLapSYwiYB1KgcWwhF7nlNEcuEPs4thhA93FdwBvu0AD+Cpmotkusnh4YzBr1GBf2T47ZF/YR/aN/SqNleoYqpYxZifn8qg7//LG2s8zWT5mSTt/WFNrltSnh7pWgdojjagu3Jw/2nt1uPao1UjvsHfsO+p/yw7YZ3QQjH6471d56/WUehz0bcPniFmuXAos134HXm+qxslEXUF7mHONbV0vRxTFVewA3gutvq/1CBA3Be6AmRWW+jO9icZhwS7n9iadqBPS0Zg6E31gJux8NaU6VpV2Ft3CG6PSATqT2lbRBsdOUnmuXLt/5bK0WkdxVJaa7kftP8p+PK/5n7nKu5uW8WTXZ/SMu9r8+2aeNjbumc375tLqUn35cXFrZ+km3aa7yPGAlukprVAbnYzpDX2gfaNhPDNaxnq+daZScBbpxDA6vwH9Jv3h</latexit>

p̃fµ

<latexit sha1_base64="Y3uOds+LYM/QRWnL14gaJPZvDMs=">AAAEoXicjVPLbtNAFL0pBkoLNIENEptQq4iVNakqQKwq2MAuTUlbKQmRH5N0VL9kO6layz/AD7BALEAChPgFdmz4ARb9BMSySGxYcGbshpbilLHsuffMnPs4nrFCV8QJYweVmXPa+QsXZy/NzV++cnWhWru2EQejyOZtO3CDaMsyY+4Kn7cTkbh8K4y46Vku37R2Hsn1zTGPYhH4T5O9kPc8c+iLgbDNBFC/WusmwnV4Gmb9lGfP0kHWr+rMYGrUTxuNwtCpGM2gVvlEXXIoIJtG5BEnnxLYLpkU4+lQgxiFwHqUAotgCbXOKaM5cEfYxbHDBLqD7xBep0B9+DJmrNg2srh4IzDrtMS+sg/skH1hH9k39qs0VqpiyFr2MFs5l4f9hec31n+eyfIwJ7T9hzW15oQGdF/VKlB7qBDZhZ3zx/svDtcftJbS2+wN+476X7MD9hkd+OMf9ts13no5pR4LfZvwOWKWK5cCy7XfhudM1TieqCtoH3Ousanq5YgiuZLtw9tV6ntKDx9xU+AWmFlhyT/jTDQOCnY515l0Ik9IT2HyTAyAGbDz1ZR0rErtunQLb4RKh+gsUbaMNjx2kspz5dr9K1dXqXUUR2apq37k/qPsx/Ma/5mrvLtpGU92fUbPuKuNv2/maWNj2WjcNVbWVvTVh8WtnaWbtEh3kOMerdJjalIbnezSK3pH7zVde6I1tVa+daZScK7TiaF1fgMWLvz0</latexit>

p̃fe

<latexit sha1_base64="fsjiGRgI6Ogo+nSumVqJ9eCZRy8=">AAAEoXicjVPLbtNAFL0pBkoLNIENEptQq4iVNakqQKwq2MAuTUlbKQmRH5N0VL9kO6layz/AD7BALEAChPgFdmz4ARb9BMSySGxYcGbshpbilLHsuffMnPs4nrFCV8QJYweVmXPa+QsXZy/NzV++cnWhWru2EQejyOZtO3CDaMsyY+4Kn7cTkbh8K4y46Vku37R2Hsn1zTGPYhH4T5O9kPc8c+iLgbDNBFC/WusmwnV4Gmb9lGfPUpH1qzozmBr100ajMHQqRjOoVT5RlxwKyKYRecTJpwS2SybFeDrUIEYhsB6lwCJYQq1zymgO3BF2cewwge7gO4TXKVAfvowZK7aNLC7eCMw6LbGv7AM7ZF/YR/aN/SqNlaoYspY9zFbO5WF/4fmN9Z9nsjzMCW3/YU2tOaEB3Ve1CtQeKkR2Yef88f6Lw/UHraX0NnvDvqP+1+yAfUYH/viH/XaNt15OqcdC3yZ8jpjlyqXAcu234TlTNY4n6grax5xrbKp6OaJIrmT78HaV+p7Sw0fcFLgFZlZY8s84E42Dgl3OdSadyBPSU5g8EwNgBux8NSUdq1K7Lt3CG6HSITpLlC2jDY+dpPJcuXb/ytVVah3FkVnqqh+5/yj78bzGf+Yq725axpNdn9Ez7mrj75t52thYNhp3jZW1FX31YXFrZ+kmLdId5LhHq/SYmtRGJ7v0it7Re03XnmhNrZVvnakUnOt0Ymid3yKy/Pc=</latexit>

p̃ie
<latexit sha1_base64="UkmwFmMxBe0KzneTM0Hb0cc1J48=">AAAEo3icjVPLbtNAFL0pBkp5NKUbJDaBKIiVNUEVIFYVbJDYtGnTVqpDZDuTdFS/ZE+CUss/wA+wYIFAQqLiF9ix4QdY9BMQyyKxYcGZsRtailPGsufeM3Pu43jGiTyRSMYOKjPnjPMXLs5emrt85eq1+erC9Y0kHMYub7uhF8Zbjp1wTwS8LYX0+FYUc9t3PL7p7D5R65sjHiciDNblOOId3x4Eoi9cWwLqVhctKbweT6Osm1r+MHueiqxbrTOT6VE7bTQLo07FWAkXKp/Ioh6F5NKQfOIUkITtkU0Jnm1qEqMIWIdSYDEsodc5ZTQH7hC7OHbYQHfxHcDbLtAAvoqZaLaLLB7eGMwaNdhXts8O2Rf2kX1jv0pjpTqGqmWM2cm5POrOv7yx9vNMlo9Z0s4f1tSaJfXpoa5VoPZII6oLN+eP9l4drj1qNdI77B37jvrfsgP2GR0Eox/u+1Xeej2lHgd92/A5YpYrlwLLtd+B15uqcTJRV9Ae5lxjW9fLEUVxFTuA90Kr72s9AsRNgTtgZoWl/kxvonFYsMu5vUkn6oR0NKbORB+YCTtfTamOVaWdRbfwxqh0gM6ktlW0wbGTVJ4r1+5fuSyt1lEclaWm+1H7j7Ifz2v+Z67y7qZlPNn1GT3jrjb/vpmnjY17ZvO+ubS6VF9+XNzaWbpJt+kucjygZXpKK9RGJ2N6Qx9o32gYz4yWsZ5vnakUnEU6MYzObwm5/eQ=</latexit>

p̃iµ

図C.2 µe → µe 弾性散乱の概念図及び重心系における変数。実験室系と区別するために、̃ をつけている。

(
γ −βγ
−βγ γ

)(
Eiµ
|piµ|

)
=

(
γEiµ − βγ|piµ|
−βγEiµ + γ|piµ|

)
≡
(

Ẽiµ
|p̃iµ|

)
, (C.10)(

γ −βγ
−βγ γ

)(
me

0

)
=

(
γme

−βγme

)
≡
(

Ẽie
−|p̃ie|

)
. (C.11)

また、終状態の変数も p̃fµ = (Ẽfµ , p̃fµ), p̃
f
e = (Ẽfe , p̃fe ) と置いておく*45。ただし、β, γ はブースト

パラメータで、重心系の変数は実験室系のそれらと区別するために˜を付けてある。重心系では |p̃ie| = |p̃iµ|が
成り立つから、この条件からブーストパラメータが

β =
|piµ|

Eiµ +me
 
(
=
|plab|
Elab

)
, (C.12)

γ =
1√

1− β2
=
Elab
s
, (C.13)

で与えられることが確認できる。MUonE 実験では Elab ≃ 150 GeV,
√
s = 406 MeV なので、代入して具体

的な数値を求めると以下のようになる*46。

γ = 369.5, (C.14)

β =

√
1− 1

γ2
≃ 1− 3.65× 10−6, (C.15)

また、重心系では |p̃ie| = |p̃iµ| ≡ |p̃|と置いた時、これは次のように書けることが知られている。

|p̃| =
λ1/2(s,m2

µ,m
2
e)

2
√
s

. (C.16)

ただし、λ(a, b, c) ≡ a2 + b2 + c2 − 2ab− 2bc− 2caと置いた。この公式は、重心系におけるエネルギー保存

の式
√
s =

√
|p̃|2 +m2

µ +
√
|p̃|2 +m2

e を |p̃|について解くと書き下せる。

*45 Ẽf
e , Ẽ

f
µ は、重心系からみたエネルギーであって、重心のエネルギーとは区別すること。むしろ、相対運動に関するエネルギーで

ある。

*46 今回ミューオンは相対論的なので、β =
√
E2
lab − |plab|2/Elab ≃ 1− |p2

lab|/2E
2
lab の展開による計算は、かなり精度が悪いの

で注意せよ。
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C.1.5 電子の散乱角とミューオンの散乱角の関係式

本節では、重心系の変数を利用し、実験室系における電子の散乱角 θfe と、ミューオンの散乱角 θfµ の間に成

り立つ関係式を導く。まずは、重心系における電子の散乱角 θ̃fe と、ミューオンの散乱角 θ̃fµ の間に成り立つ、

自明な関係式から出発しよう。
θ̃fµ = π − θ̃fe . (C.17)

これを実験室系の言葉に翻訳したい。そのためには、重心系における散乱角 θ̃fe , θ̃
f
µ と実験室系の散乱角 θfe , θ

f
µ

の間に成り立つ関係式をそれぞれ知る必要がある。

<latexit sha1_base64="7vmgERPvHXmdt77Ktnv7L8zRcEo=">AAAEqHicjVPLbtNAFL0pBkp5NIVNJTaBqAixsCZVRStWFWxYpi1piuoQ+TFJrPolexLUWuYD+AEWrECwQAi+gB0bfoBFPwGxLBIbFpwZu6GlOGUse+49M+c+jmesyHMTwdh+ZeqMdvbc+ekLMxcvXb4yW527upmEw9jmLTv0wnjLMhPuuQFvCVd4fCuKuelbHm9bOw/kenvE48QNg0diN+Id3+wHbs+1TQGoW503hOs5PDXEgAsz66aGP8yepL2sW60znalRO2k0CqNOxWiGc5VPZJBDIdk0JJ84BSRge2RSgmebGsQoAtahFFgMy1XrnDKaAXeIXRw7TKA7+PbhbRdoAF/GTBTbRhYPbwxmjRbYV/aOHbAv7D37xn6VxkpVDFnLLmYr5/KoO/t8fuPnqSwfs6DBH9bEmgX1aEXV6qL2SCGyCzvnj/ZeHGzcW19Ib7HX7Dvqf8X22Wd0EIx+2G/X+PrLCfVY6NuEzxGzXLkUWK79AJ4zUeNkrK5Le5hzjU1VL0cUyZXsAN5Tpb6v9AgQNwVugZkVlvwzzljjsGCXc51xJ/KEdBQmz0QPmA47X02pjlWpnUE38MaotI/OhLJltP6Rk1SeK9fuX7kMpdZhHJmlpvqR+w+zH82r/2eu8u4mZTze9Sk94642/r6ZJ43NRb1xV19aW6qv3i9u7TRdp5t0GzmWaZUeUpNa6OQZvaEP9FG7ozW1tvY43zpVKTjX6NjQrN9N4QAk</latexit>

✓̃fµ

<latexit sha1_base64="y7oY5h+RMx4f3vFxC8D72eas+gQ=">AAAEpnicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUJIbEJREVdRRNUAWJVwYYV6oM0leoQ/Jgko/olexLUGv8AP8CCFZVYoPIJ7NjwAyz6CYhlkdiw4MzYDS3FKWPZc++ZOfdxPGNHnkgkY/uVqTPG2XPnpy/MXLx0+cpsde7qehIOY4e3nNAL4w3bSrgnAt6SQnp8I4q55dseb9tbj9V6e8TjRITBM7kd8Y5v9QPRE44lAXWr100pPJenphxwaWXdlGfP017WrdZZg+lRO2k0C6NOxVgO5yqfyCSXQnJoSD5xCkjC9siiBM8mNYlRBKxDKbAYltDrnDKaAXeIXRw7LKBb+PbhbRZoAF/FTDTbQRYPbwxmjebZV/aBHbAvbI99Y79KY6U6hqplG7Odc3nUnX19Y+3nqSwfs6TBH9bEmiX16IGuVaD2SCOqCyfnj3beHKw9XJ1P77Bd9h31v2P77DM6CEY/nPcrfPXthHps9G3B54hZrlwKLNd+AM+dqHEyVlfQDuZcY0vXyxFFcRU7gPdSq+9rPQLETYHbYGaFpf6MO9Y4LNjlXHfciTohHY2pM9ED1oCdr6ZUx6rSzqRbeGNU2kdnUtsqWv/ISSrPlWv3r1ymVuswjspS0/2o/YfZj+Zt/Geu8u4mZTze9Sk94642/76ZJ431u43mvcbiymJ96VFxa6fpJt2mBeS4T0v0hJaphU5e0S7t0UdjwXhqtIx2vnWqUnCu0bFhvPgNYsL/KA==</latexit>

✓̃fe

<latexit sha1_base64="uD8zF5WPkIl5o3Cjnz3NeHRnIOo=">AAAEpnicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUJIbEJREVdWRNUAWJVwYYV6oM0leoQxs4kseqX7ElQa/wD/AALVlRigconsGPDD7DoJyCWRWLDgjNjN7QUp4xlz71n5tzH8YwdeW4iGduvTJ0xzp47P31h5uKly1dmq3NX15NwGDui6YReGG/YPBGeG4imdKUnNqJYcN/2RMveeqzWWyMRJ24YPJPbkWj7vB+4PdfhElCnet2SPEgtORCSd1LLH2bP016Wdap1ZjI9aieNRmHUqRjL4VzlE1nUpZAcGpJPggKSsD3ilODZpAYxioC1KQUWw3L1uqCMZsAdYpfADg50C98+vM0CDeCrmIlmO8ji4Y3BrNE8+8o+sAP2he2xb+xXaaxUx1C1bGO2c66IOrOvb6z9PJXlY5Y0+MOaWLOkHj3QtbqoPdKI6sLJ+aOdNwdrD1fn0ztsl31H/e/YPvuMDoLRD+f9ilh9O6EeG31z+AIxy5VLgeXaD+B1J2qcjNV1aQdzrjHX9QpEUVzFDuC91Or7Wo8AcVPgNphZYak/0x1rHBbscm533Ik6IW2NqTPRA2bCzldTqmNVaWfRLbwxKu2jM6ltFa1/5CSV58q1+1cuS6t1GEdlqel+1P7D7Efzmv+Zq7y7SRmPd31Kz7irjb9v5klj/a7ZuGcurizWlx4Vt3aabtJtWkCO+7RET2iZmujkFe3SHn00FoynRtNo5VunKgXnGh0bxovfjGH/Mg==</latexit>

tan ✓fµ

<latexit sha1_base64="e2T8dpCUBl7aULIj6OQRL+XFDzI=">AAAEpHicjVPLbtNAFL0pBkp5NAUWSGwCUStW0aSqaMWqgg0LFm1D2kp1Go2dSWLVL9mToMbyD/ADLNgAEovCL7Bjww+w6CcglkViw4IzYze0FKeMZc+9Z+bcx/GMFbpOLBk7LE1dMC5eujx9Zebqtes3ZstzNzfjYBDZomkHbhBtWzwWruOLpnSkK7bDSHDPcsWWtfdErW8NRRQ7gf9c7oei5fGe73Qdm0tA7fJtU3I/MWVfSN5ORLqbdNO0Xa6yGtOjctao50aV8rEWzJU+kUkdCsimAXkkyCcJ2yVOMZ4dqhOjEFiLEmARLEevC0ppBtwBdgns4ED38O3B28lRH76KGWu2jSwu3gjMCs2zr+yAHbEv7CP7xn4Vxkp0DFXLPmYr44qwPfvyTuPnuSwPs6T+H9bEmiV1aUXX6qD2UCOqCzvjD0evjhqPNuaTBfaOfUf9b9kh+4wO/OEP+/262Hg9oR4LfXP4AjGLlUuAZdr34XUmahyP1XVohDnTmOt6BaIormL78F5o9T2th4+4CXALzDS31J/pjDUOcnYxtzPuRJ2QlsbUmegCq8HOVhOqYlVpZ9I9vBEq7aEzqW0VrXfiJBXnyrT7Vy5Tq3UcR2Wp6H7U/uPsJ/PW/jNXcXeTMp7u+pyecVfrf9/Ms8bmYq3+sLa0vlRdfZzf2mm6S/fpAXIs0yo9pTVqopMRvaED+mAsGM+MhtHMtk6Vcs4tOjWM3d+jCf5F</latexit>

tan ✓fe

<latexit sha1_base64="1966ZMKDTtTYIPnZcXmcbxucw6M=">AAAEw3icjVPLahRBFL0TW43xkYluBDejQ8SNQ00MiQhCUASXeThJID0O/aiZKaZfdNeMJE3/gD8g4krBhfgLggs38QNc5BPEZQQ3LjxV3RnzcCZW0123zq1zH6er7MgTiWRsrzRxxjh77vzkhamLly5fmS7PXF1Pwn7s8IYTemG8aVsJ90TAG1JIj29GMbd82+Mbdu+x8m8MeJyIMHgmtyPe9K1OINrCsSSgVvmeKYXn8tSUXS6trJWafj97nrazh2Yk7h53cu1qlausxvSonDTqhVGlYiyHM6VPZJJLITnUJ584BSRhe2RRgmeL6sQoAtakFFgMS2g/p4ymwO1jF8cOC2gP3w5WWwUaYK1iJprtIIuHNwazQrPsG/vA9tku+8i+s98jY6U6hqplG7Odc3nUmn55fe3XqSwfs6TuX9bYmiW16b6uVaD2SCOqCyfnD3Ze7a89WJ1Nb7N37Afqf8v22Bd0EAx+Ou9X+OqbMfXY6NvCmiPmaOVSYLn2XazcsRonQ3UF7WDONbZ0vRxRFFexA6xeaPV9rUeAuClwG8yssNSfcYcahwV7NNcddqJOSFNj6ky0gdVg596UqvAq7Uy6iTdGpR10JrWtonUOnaTRuXLt/pXL1GodxFFZKroftf8g++G8tf/MNbq7cRmPdn1Kz7ir9eM386SxPlerL9TmV+arS4+KWztJN+gW3UGORVqip7RMDXTymj7TLn01nhg9IzZkvnWiVHCu0ZFhZH8AstkMIQ==</latexit>

✓̃fµ = ⇡ � ✓̃fe

自明な関係式(重心系)

①

②

図C.3 電子の散乱角とミューオンの散乱角の関係式を導出する上での方針。tan θfµ と θ̃fµ の関係 ( 1⃝) と、

tan θfe と θ̃fe の関係 ( 2⃝) がわかれば、自明な関係式 (C.17) を経由して、実験室系における散乱角の関係

式を導くことができる。

方針として、図 C.3に示した通り、まずは tan θfµ を重心系における角度 θ̃fµ で表す。同様に tan θfe も θ̃fe で

表す。そして最後に二つの関係式と、自明な関係式 (C.17) を連立し、実験室系における関係式を導く。

手始めに、図 C.2において入射軸 (z 軸) に平行な運動量成分を考える。重心系と実験系は互いにブーストで

関連づくから、運動量の入射軸成分は以下の関係式を満たす。

|pfµ| cos θfµ = γ
(
|p̃fµ| cos ˜

θfµ + βẼfµ

)
= γ|p̃fµ|

(
cos ˜

θfµ +
β

β̃fµ

)
. (C.18)

ここに、β, γ は重心系と実験室系を結ぶブーストパラメータで、既にC.1.4節で導入済みである。また、

β̃fµ ≡ |p̃fµ|/Ẽfµ は重心系における終状態のミューオンの速度を意味する。一方、衝突軸に垂直な運動量成分は、

衝突軸のブーストに対して不変であって、

|pfµ| sin θfµ = |p̃fµ| sin θ̃fµ, (C.19)

を満たす。そして、式 (C.18) と式 (C.19) の各辺での比を取ると、欲しかった tan θfµ と θ̃fµ の間に成り立つ

関係式

tan θfµ =
sin ˜

θfµ

γ
(
cos θ̃fµ + β/β̃fµ

) , (C.20)

を得る。特に、今回の 2→ 2 散乱の問題では、|p̃fµ| = |p̃iµ|なので、β̃fµ = β̃iµ である。また、同様に tan θfe と

46

Soryushiron Kenkyu



θ̃fe に関しても、

tan θfe =
sin ˜

θfe

γ
(
cos θ̃fe + 1

) , (C.21)

を得る。ただし、始状態の電子は静止していたから、β̃fe = β が成り立つことを使った。

以上で準備は整ったので、いよいよ実験室系における電子の散乱角 θfe と、ミューオンの散乱角 θfµ の公式の

導出に取り掛かりたい。計算の前に便利のため、R ≡ β/β̃iµ と置いておいておこう*47。さて、少々天下り的で

はあるが、結論から先に言うと次の関係式が成り立つ。

tan θfµ =
2 tan θfe

(1 + γ2 tan2 θfe )(1 +R)− 2
. (C.22)

実際、これは式 (C.20) や式 (C.21) を代入することで確認できる。もちろん、式 (C.20) から出発

し、図 C.3に従って変数同士の関係を代入しても以下の変形を経て示すことができる。

tan θfµ =
sin ˜

θfµ

γ
(
cos θ̃fµ +R

) =
sin ˜

θfe

γ
(
− cos θ̃fe +R

)
=

sin ˜
θfe

γ(cos θ̃fe + 1)

(1 + cos θ̃fe )
(1 +R)− (1 + cos θ̃fe )

=
2 tan θfe

(1 + γ2 tan2 θfe )(1 +R)− 2
. (C.23)

ただし、二つ目の等号で式 (C.17) を、最後の等号で式 (C.21) を用いた*48。そしてこの結果は、本

文の式 (4.2) に他ならない。

最後に R ≡ β/β̃iµ については、以下のように書き換えることができる。

R ≡
Eiµme +m2

µ

Eiµme +m2
e

. (C.25)

ただし、相対論的な速度の加算公式

β̃iµ =
βiµ − β
1− ββiµ

=
me|piµ|

Eiµme +mµ2

, (C.26)

及び、β =
|pi

µ|
Ei

µ+me
を使った。

*47 既に述べたが、β̃f
µ = β̃i

µ であった。
*48 式 (C.21) から、

2

1 + cos θ̃fe
=

2(1 + cos θ̃fe )
(1 + cos θ̃fe )2

= 1 +

(
sin θ̃fe

1 + cos θ̃fe

)2

= (1 + γ2 tan2 θfe ), (C.24)

が成り立つことを先に確認しておくと良い。
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C.1.6 MUonE実験における tの探索範囲

さて、表式 (C.9) から、Efe が cos2 θfe に関して単調増加し、運動学的に許される値域

me ≤ Efe ≤ me
1 + β2

1− β2
, (C.27)

が存在することが理解できる。今回の設定では β ≃ 1 − 3.65 × 10−6 だから、電子のエネルギーの最大値

Efe
∣∣
max は Efe

∣∣
max ≃ 139.8 GeV 程度である。これと既に求めた t = 2m2

e − 2meE
f
e を合わせると、Efe によ

って探索できる tが運動学的に以下の範囲に限定される*49。

− 0.143 GeV2 ≲ t ≲ 0 GeV2. (C.28)

この制限の存在は、重心系で見るとより明らかとなる。実際、t = (pie − pfe )2 の範囲は、重心系では自然に

(p̃ie − p̃fe )2
∣∣
θ̃fe=π

≤ t ≤ (p̃ie − p̃fe )2
∣∣
θ̃fe=0

, (C.29)

であることが理解できる。これは成分で書くと、−2|p̃ie| ≤ t ≤ 0 を意味する。今、式 (C.16) より、

|p̃ie| = λ1/2(s,m2
µ,m

2
e)/2
√
sだから、ここに s = (406 MeV)2 を代入すると、実験室系の議論と同じ tの制限

を得る。

C.2 µe→ µeγ 過程の運動学

本節では、本論文のメインパートである第6章において、背景事象として考慮した制動放射 µe→ µeγ 過程

の運動学についてまとめていく。また、本文では省略した公式の導出も行う。

<latexit sha1_base64="xQFqHyRZao2Psm4xTTO4zPc403k=">AAAEr3icjVM9b9NAGH5TDJTy0RQWJAYMURGTda7Kh5CQKhCCsR8kqVSnwXYuyan+ku0EtVZGFv4AAxNIDKgrbGws/AGG/oSqY5FYGHju7IaWkpSz7Hvf5+55Px7fOZEnkpSxndLEKe30mbOT56bOX7h4abo8c7mWhL3Y5VU39MJ41bET7omAV1ORenw1irntOx6vOxuP5Xq9z+NEhMHzdDPiDd/uBKItXDsF1Cxff9LMLL83WM/EQH+om3eYbvl22o397CmvDfRmucIMpoZ+3DALo0LFWAxnSl/IohaF5FKPfOIUUArbI5sSPGtkEqMIWIMyYDEsodY5DWgK3B52ceywgW7g24G3VqABfBkzUWwXWTy8MZg6zbLv7CPbZ9/YNttlv0bGylQMWcsmZifn8qg5/frqys8TWT7mlLp/WGNrTqlN91WtArVHCpFduDm/v/Vmf+XB8mx2i71ne6j/HdthX9FB0P/hfljiy2/H1OOgbxs+R8zRymXAcu278FpjNU6G6grawpxrbKt6OaJIrmQH8F4q9X2lR4C4GXAHzEFhyT/TGmocFuzR3NawE3lCGgqTZ6INzICdr2ZUwarUzqIbeGNU2kFnqbJltM6hkzQ6V67dv3JZSq2DODKLrvqR+w+yH85r/Geu0d2Ny3i06xN6xl01/76Zx43anGHeNeaX5isLj4pbO0nX6CbdRo57tEDPaJGq6OQVbdMn+qyZWl1b117kWydKBecKHRma+A06EwEM</latexit>

Ei
µ = 150GeV

<latexit sha1_base64="0rr2t9nOmxGtaA0HeyzpGSM4cRc=">AAAEoHicjVNNTxNBGH6LqyKoFL2YeKk0GE+bKSFqPBG4cJOCBSJbm9nttN2wX9md1sCmf8A/4EEvmmBi/AvevPgHPPATjEdMvHDwmdmlgrjF2ezO+z4zz/vx7IwdeW4iGTssTVwyLl+5Onltavr6jZsz5dlbm0nYjx3RcEIvjLdtngjPDURDutIT21EsuG97YsveXVHrWwMRJ24YPJN7kWj6vBu4HdfhElCrXLZkT0jeSi2/P3yRdoatcpWZTI/KeaOWG1XKx1o4W/pMFrUpJIf65JOggCRsjzgleHaoRowiYE1KgcWwXL0uaEhT4PaxS2AHB7qLbxfeTo4G8FXMRLMdZPHwxmBWaJ59Yx/ZEfvKPrHv7LgwVqpjqFr2MNsZV0StmVd3Nn5dyPIxS+r9YY2tWVKHHutaXdQeaUR14WT8wf7ro40n6/Ppffae/UD979gh+4IOgsFP56Au1t+MqcdG3xy+QMxi5VJgmfY9eO2xGicjdV3ax5xpzHW9AlEUV7EDeC+1+r7WI0DcFLgN5jC31J9pjzQOc3Yxtz3qRJ2QpsbUmegAM2FnqylVsaq0s+ge3hiVdtGZ1LaK1j11kopzZdr9K5el1TqJo7JUdD9q/0n203nN/8xV3N24jGe7vqBn3NXa3zfzvLG5YNYemov1xerScn5rJ+kuzdED5HhES7RKa9RAJwN6Swf0wZgzVo2nRj3bOlHKObfpzDCe/wajCfxf</latexit>

✓fµ

<latexit sha1_base64="uA7YPn2zE6wtU3SE68uB4KfO7ks=">AAAEnHicjVNNaxNBGH5TV631o61eBEGioeJpmUjR0lNRD4II/TBpoUnD7GaSDN0vdieRdskf8A8oeGrBg/gXvHnxD3joTxCPFbx48JnZbWytmzrL7rzvM/O8H8/OOJEnE8XYQWninHX+wsXJS1OXr1y9Nj0ze72ehP3YFTU39MJ4w+GJ8GQgakoqT2xEseC+44l1Z/uJXl8fiDiRYfBS7USi6fNuIDvS5QrQVkP1hOKtVAy30s6wNVNhNjOjfNqo5kaF8rEczpY+UYPaFJJLffJJUEAKtkecEjybVCVGEbAmpcBiWNKsCxrSFLh97BLYwYFu49uFt5mjAXwdMzFsF1k8vDGYZZpjX9kHdsi+sI/sG/tVGCs1MXQtO5idjCui1vTrm2s/z2T5mBX1/rDG1qyoQwumVonaI4PoLtyMP9h9c7i2uDqX3mP77Dvq32MH7DM6CAY/3PcrYvXdmHoc9M3hC8QsVi4Flmnfg9ceq3EyUlfSLuZMY27qFYiiuZodwHtl1PeNHgHipsAdMIe5pf9Me6RxmLOLue1RJ/qENA2mz0QHmA07W02pglWtXYPu4I1RaRedKWPraN1jJ6k4V6bdv3I1jFpHcXSWsulH7z/Kfjyv/Z+5irsbl/Fk12f0jLta/ftmnjbqD+zqQ3t+Zb6y9Di/tZN0i+7SfeR4REv0jJaphk5iekt7tG/dtp5az60X2daJUs65QSeGVf8N9Pj7QQ==</latexit>

✓fe

<latexit sha1_base64="NJAlwaiMRa8fH1gGmyfF6EskoUQ=">AAAEl3icjVNNTxNBGH6LqyJ+AHqReKk2GE+bKSFCvEgwEI4ULGBobXa30zJhv7I7rYFN/wBXDxyUAyYejH/Bmxf/gAd+gvGIiRcPPjO7VBC3OJvded9n5nk/np2xQ1fEkrGjwtAl4/KVq8PXRq7fuHlrdGz89locdCKHV53ADaIN24q5K3xelUK6fCOMuOXZLl+3t5+p9fUuj2IR+M/lTsjrntX2RUs4lgT0YqGR8N7LpNVrjJWYyfQonjfKmVGibCwH44VPVKMmBeRQhzzi5JOE7ZJFMZ5NKhOjEFidEmARLKHXOfVoBNwOdnHssIBu49uGt5mhPnwVM9ZsB1lcvBGYRZpkX9kHdsy+sI/sG/uVGyvRMVQtO5jtlMvDxuje3dWfF7I8zJK2/rAG1iypRbO6VoHaQ42oLpyU393dP159sjKZPGTv2HfUf8iO2Gd04Hd/OO8rfOXNgHps9G3B54iZr1wCLNV+C15zoMZxX11Bu5hTjS1dL0cUxVVsH94rrb6n9fARNwFug9nLLPVnmn2Ng4ydz232O1EnpK4xdSZawEzY6WpCJawq7Wp0H2+EStvoTGpbRWufOkn5uVLt/pWrptU6iaOyFHU/av9J9tN5zf/Mld/doIxnu76gZ9zV8t8387yxNmWWH5vTlenS3Hx2a4fpHj2gR8gxQ3O0RMtURScevaa3dGBMGE+NRWMp3TpUyDh36MwwKr8BBU344g==</latexit>

Ef
e <latexit sha1_base64="mevVe0IdMzcx+yYBXKdP+FL1izY=">AAAEnHicjVPLahRBFL0TW43xkYebgCCjQ8RVUxOCCVkFjSCIkIczCWQmQ3VPTadJv+iuGUma+QF/QMFVAi7EX3Dnxh9wkU8QlxHcuPBUdWdMjD2xmu6691Sd+zhdZUWem0jGjkojl4zLV66OXhu7fuPmrfGJyal6EnZjW9Ts0AvjTYsnwnMDUZOu9MRmFAvuW57YsHafqPWNnogTNwxeyr1INH3uBG7HtbkEtP20lTYc7vu8v512+q2JCjOZHuXzRjU3KpSPlXCy9Ika1KaQbOqST4ICkrA94pTg2aIqMYqANSkFFsNy9bqgPo2B28UugR0c6C6+DrytHA3gq5iJZtvI4uGNwSzTDPvKPrBj9oV9ZN/Yr8JYqY6hatnDbGVcEbXGX0+v/7yQ5WOWtPOHNbRmSR1a0LW6qD3SiOrCzvi9/TfH64trM+kDdsi+o/4DdsQ+o4Og98N+vyrW3g2px0LfHL5AzGLlUmCZ9jvw2kM1TgbqurSPOdOY63oFoiiuYgfwXmn1fa1HgLgpcAvMfm6pP9MeaBzm7GJue9CJOiFNjakz0QFmws5WU6pgVWnXoHt4Y1TqoDOpbRXNOXWSinNl2v0rV0OrdRJHZSnrftT+k+yn85r/mau4u2EZz3Z9Qc+4q9W/b+Z5oz5rVh+Zc6tzlaXH+a0dpTt0nx4ixzwt0TNaoRo6iektHdChcddYNp4bL7KtI6Wcc5vODKP+Gx48+w4=</latexit>

Ef
�

図C.4 µe → µeγ 過程の概念図及び実験室系における変数。MUonE 実験では、終状態の電子、及び光子

のエネルギー Ef
e , E

f
γ は ECAL で、終状態の電子とミューオンの角度 θfe , θ

f
µ はトラッカーで測定ができ

る。

C.2.1 準備：実験室系における変数

計算前の準備として、変数と記法を導入しておく。まず始状態は、µ − e 散乱の時と変わらないため、同

じ運動量変数を用いればよい。次に終状態についても、それぞれ粒子の運動量を pfµ = (Efµ , pfµ), p
f
e =

*49 β を変数とした時、Ef
e の最大値は β に関して単調増加する。β は入射ミューオンのエネルギーだけで決まるので、入射ビームの

エネルギーが強い程、ナイーブには探索できる tの範囲は広がると言える。
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(Efe , p
f
e ), p

f
γ = (Efγ , p

f
γ) と表記すれば良い。ここで、新たな変数として

Efeγ ≡ (Efe + Efγ ), (C.30)
pfeγ ≡ (pfe + pfγ), (C.31)

meγ ≡
√
(pfe + pfγ)2, (C.32)

を導入する。これらの変数は、soft photon 極限 Efγ → 0 ではmeγ → me, E
f
eγ → Efe であって、単に µ− e

散乱の時の変数へ帰着される。

C.2.2 Ef
eγ の最小値

ここでは、本文中 (6.2節) の議論で用いた、Efeγ の最小値に関する性質を証明する。その性質とは、(θfµ を

固定した元で) Efeγ の最小値が Efe,elastic に一致することである。ただし、弾性散乱時の電子のエネルギーを

Efe,elastic と記した。そのためには、Efγ = 0 で最小値をとるm2
eγ を利用すれば良い。さて、m2

eγ について、

m2
eγ = (pfe + pfγ + pfµ − pfµ)2

= s+m2
µ − 2(pfe + pfγ + pfµ) · pfµ, (C.33)

と展開できるが、これを重心系から見ると

m2
eγ = s+m2

µ − 2
√
sẼfµ (C.34)

とシンプルに表せる。θfµ を固定して考えると、この式から「m2
eγ が最小」⇔「Efµ が最大」であることが分か

る。さらにエネルギー保存から、「Efµ が最大」⇔ 「Efeγ が最小」である。以上より、「m2
eγ が最小」⇔ 「Efeγ

が最小」が結論づけられる。

m2
eγ は Efγ = 0 で最小値m2

e を取るのだったから、本文中で主張した通り、電子と光子のエネルギーの和は、

Efeγ ≥ E
f
e,elastic のように下から抑えることができる。ただし、等号は Efγ = 0 のときに成立する。

C.2.3 光子の角度 θfγ の最大値

続いて、光子の角度 θfγ の最大値について議論する。まず、µe→ µeγ 過程では、エネルギー運動量保存より、

終状態の電子と光子の運動量の和 pfeγ ≡ pfe + pfγ が、終状態のミューオンのエネルギー Efµ と角度 θfµ で決ま

ることに注意しよう。これは即ち、電子と光子の間のなす角度 θfeγ は Efµ , θ
f
µ で決定できることを意味する。

今、二つの運動量ベクトル pfγ と pfeγ の間の角度 θfeγ,γ は

cos θfeγ,γ =
2EfeγE

f
e +m2

e −m2
eγ

2|pfeγ |Efγ
, (C.35)

で表すことができる*50。さて、m2
eγ ≥ m2

e なので、θfeγ,γ は Efγ が最小の時最大となる。これは言い換えれば

Efe が最大の時最大になるということである。

*50 これは実際、以下の展開を cos θfeγ,γ について解けば、確認できる。

m2
e = (pfeγ − pfγ)

2

= m2
eγ − 2EeγE

f
γ + 2|pf

eγ |Ef
γ cos θfeγ,γ . (C.36)

49

Soryushiron Kenkyu



この最大値 θ
f,(max)
eγ,γ は、Efµ と θfµ を固定した元での θfγ の上限を決める。つまり、θfγ < θ

f,(max)
eγ,γ + θeγ が成

り立つ*51。以上より、θfγ には最大値が存在することが言えた。

6.2節でも言及した通り、選択基準 (i) θfµ > 1.5 mrad、(ii) 1 GeV < Efe < 25 GeV の両方を満たす場合

は、θfγ ≤ 6 mrad 程度であり、光子は ECAL に必ず入る。

*51 これは次のように確認できる。考えられる場合分けとして、(a) θfe < θfγ と (b) θfe < θfγ のパターンがあるが、(a) の場合は

θfγ = θfeγ,γ + θfeγ が成り立つ。今、冒頭でも述べたように、Ef
µ と θfµ を固定すれば θfeγ は一意に決まる。故に光子の角度 θfγ を、

θ
f,(max)
eγ,γ で上からおさえることが可能である (θfγ ≤ θ

f,(max)
eγ,γ + θfeγ)。(b) は光子の角度が電子の角度より小さいので、最大値を

考える上では (a) のみを考えれば良い。
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付録 D

minimal gauged U(1)µ−τ 模型

第5章で導入した U(1)µ−τ ゲージ対称性を持つ模型の一例として、minimal gauged U(1)µ−τ 模型 [33,97–99]
がある。この模型は SM の単純な拡張ながら、ミューオン g − 2 の文脈以外にもニュートリノの質量やニュー

トリノ振動など様々な現象と関係し興味深い。この付録では minimal gauged U(1)µ−τ 模型についてニュー

トリノセクターとの関連に焦点を当てつつ、簡単にまとめていく。

D.1 模型の導入

minimal gauged U(1)µ−τ 模型とは、SM を U(1)µ−τ ゲージ対称性で拡張し、さらに右巻きニュートリノ 3
世代と U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場 σ を一つ導入した模型である。右巻きニュートリノの導入に

よって、最小限の拡張ながら、ニュートリノの質量やニュートリノ振動を説明可能な点が特徴である。各粒子

への U(1)µ−τ 電荷の割り当ては、表 D.1の通りである。

場 Le =

(
νe

eL

)
, eR, Ne Lµ =

(
νµ

µL

)
, µR, Nµ Lτ =

(
ντ

µL

)
, τR, Nτ σ others

U(1)µ−τ 電荷　 0 +1 -1 +1 0

表D.1 minimal gauged U(1)µ−τ 模型における各場の U(1)µ−τ 電荷。eR,L, µR,L, τR,L は左、右巻きの

荷電レプトン、νe, νµ, ντ は左巻きニュートリノ、Ne, Nµ, Nτ は右巻きニュートリノ、σ は U(1)µ−τ を破

るスカラー場である。

即ち、µ フレーバーを持つ粒子に +1 を、τ フレーバーを持つ粒子に −1 を、そして、U(1)µ−τ ゲージ対称

性を破るスカラー場 σ には +1 を割り当てる。その他の粒子は U(1)µ−τ 電荷を持たない。この対称性の元、

minimal gauged U(1)µ−τ 模型のラグランジアンは

Lneutrino = −λeN c
e (Le ·H)− λµN c

µ(Lµ ·H)− λτN c
τ (Lτ ·H)

−1

2
MeeN

c
eN

c
e −MµτN

c
µN

c
τ − λeµσN c

eN
c
µ − λeµσ∗N c

eN
c
τ + h.c., (D.1)

で与えられる。ただし、全体のラグランジアンのうち、ニュートリノセクターの部分のみ表記した。また、

Li = (Le, Lµ, Lτ ) は各フレーバーのレプトン doublet で、Ni = (Ne, Nµ, Nτ ) は右巻きニュートリノ、H は

ヒッグス場で、σ は U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場である。
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D.2 ニュートリノ質量行列とパラメータへの制限

ヒッグス場H と U(1)µ−τ ゲージ対称性を破るスカラー場 σが真空期待値を獲得した後、Lneutrino から、以

下のようにニュートリノの質量項が現れる。

Lν,mass = −
1

2

(
νT , (N c)T

)( 0 MD

MT
D MR

)(
ν
N c

)
. (D.2)

ここに、Dirac 質量行列MD、及び Majorana 行列MR は

MD =
v√
2

λe 0 0
0 λµ 0
0 0 λτ

 , MR =

 Mee λeµ ⟨σ⟩ λeτ ⟨σ⟩
λeµ ⟨σ⟩ 0 Mµτ

λeτ ⟨σ⟩ Mµτ 0

 , (D.3)

で与えられる。ただし、H,σ の真空期待値をそれぞれ v, ⟨σ⟩とおいた。

今、Majorana 質量行列が Dirac 質量行列と比べて非常に大きいMDM−1
R ≪ 1 状況を仮定する。この状況

下において式 (D.2) の質量項をブロック対角化してみよう。

Lν,mass = −
1

2

(
ν

′T , (N c′)T
)(MνL 0

0 MN

)(
ν′

N c′

)
. (D.4)

ここに、軽いニュートリノと、重いニュートリノの質量行列はそれぞれ

MνL ≃ −MDM−1
R M

T
D (D.5)

MN ≃MR (D.6)

であることが確認できる*52。最初に置いた仮定MDM−1
R ≪ 1 より、軽いニュートリノは重いニュートリノ

と比較して著しく軽い (Type-I seasaw 機構 [119–122])。
さて、今興味があるのは軽いニュートリノの質量行列MνL ≃ −MDM−1

R MT
D である。MνL は Pontecorvo-

Maki-Nakagawa-Sakata 行列 (PMNS 行列) [123,124] と呼ばれるユニタリー行列 UPMNS を用いて次のよう

に対角化可能である *53。
UTPMNSMνLUPMNS = diag(m1,m2,m3). (D.9)

ここに、UPMNS の中身は

UPMNS = V P (D.10)

V ≡

 c12c13 s12c13 s13e
−iδ

−s12c23 − c12s23s13eiδ c12c23 − s12s23s13eiδ s23c13
s12s23 − c12c23s13eiδ −s12c23s13eiδ c23c13

 (D.11)

P ≡

1

ei
α2
2

ei
α3
2

 (D.12)

*52 元のブロック行列の対角和と行列式はそれぞれ

Tr
(

0 MD

MT
D MR

)
= Tr(MR), (D.7)

det
(

0 MD

MT
D MR

)
= det(MR)det(−MDM−1

R MT
D), (D.8)

である。ブロック対角化の操作の前後で、対角和と行列式は等しいはずだから、(MDM−1
R )2 を無視する近似では、MνL ,MN

が本文の通りとなる。(ただし、MνL ,MN を相似変換する自由度が残るので一意には決まらない。)
*53 複素対称行列 M は、ユニタリー行列 U とその転置行列 UT ではさむことによって対角化可能である (Autonne–Takagi 分

解 [125,126])。その際、UTMU の対角成分は全て正の実数にとることができる。
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で与えられる。ここに、sij , cij は sin θij , cos θij の略記であり、θ12, θ23, θ13 は各世代同士の混合角、δは Dirac
位相、α2, α3 は Majorana 位相である。

ニュートリノ振動の観測によって、軽いニュートリノは混合角が測定されているため*54、MνL を構成する

パラメータはこの測定値から制限を受ける。例えば、仮に U(1)µ−τ ゲージ対称性が破れない ⟨σ⟩ = 0 とする

と、MνL ≃ −MDM−1
R MT

D において、MD が対角、かつMR がブロック対角となるため、ニュートリノ振

動における各世代の混合を説明できない。このため、観測結果から自ずと ⟨σ⟩ ̸= 0 が決まる*55。

対称性による制限を明らかにするために、MνL の逆行列を考える。

M−1
νL = UPMNS diag(m1,m2,m3) U

T
PMNS

≃ −(M−1
D )TMRM−1

D . (D.13)

さて、MD は対角行列でMR は (µ, µ) 成分、及び (τ, τ) 成分が 0 だったから、一行目右辺も (µ, µ) 成分、及

び (τ, τ) 成分が 0 でなければならない。これは二つの複素の条件式

1

m1
V 2
µ1 +

1

m2
V 2
µ2e

iα2 +
1

m3
V 2
µ3e

iα3 = 0, (D.14)

1

m1
V 2
τ1 +

1

m2
V 2
τ2e

iα2 +
1

m3
V 2
τ3e

iα3 = 0, (D.15)

として書き下せる。ただし、Vαi は式 (D.11) で定義される行列で、αはフレーバーの添字、iは質量固有状態

の添字を意味する。この二つの条件式を eiα2 , eiα3 について解くと、

eiα2 =
m2

m1
R2(δ), (D.16)

eiα3 =
m3

m1
R3(δ), (D.17)

の形となる。ここに、R2, R3 は Vαi の関数、即ち混合角 θ12, θ23, θ13 と、Dirac 位相 δ の関数である。ここ

では混合角は既知とし、δ の関数として表記した*56。さて、方程式を解いて得られた式 (D.16), (D.17) は、

Majorana 位相 α2, α3 と Dirac 位相 δ を関連づけるだけでなく、両辺の絶対値をとることで δ そのものを決

定する条件式

1 =
m2

m1
|R2(δ)|, 1 =

m3

m1
R3(δ), (D.20)

に帰着できる。我々はニュートリノ振動実験によって各世代の質量の二乗差 δm2 ≡ m2
2 − m2

1, ∆m2 =

m2
3 − (m2

2 +m2
1)/2 を知っているので、これらを導入することで δ,m1 に関する連立方程式

δm2 = m2
1

(
m2

2

m2
1

− 1

)
= m2

1

(
1

|R2(δ)|2
− 1

)
, (D.21)

∆m2 +
δm2

2
= m2

1

(
m2

3

m2
1

− 1

)
= m2

1

(
1

|R3(δ)|2
− 1

)
, (D.22)

*54 最新のニュートリノ振動の観測結果は nu-fit http://www.nu-fit.org/?q=node/12で閲覧可能である。また、文献 [127] も参
照すると良い。

*55 後でも触れるが、MR がブロック対角にならないためには条件 ⟨σ⟩ ̸= 0では不十分であり、MR の各成分が同程度 λαβ ⟨σ⟩ ∼Mαβ

である必要がある
*56 R2, R3 の具体形は以下の通り。

R2(δ) ≡
(Vµ1Vτ3 + Vµ3Vτ1)V ∗

e2

(Vµ2Vτ3 + Vµ3Vτ2)V ∗
e1

, (D.18)

R3(δ) ≡
(Vµ1Vτ2 + Vµ2Vτ1)V ∗

e3

(Vµ2Vτ3 + Vµ3Vτ2)V ∗
e1

. (D.19)
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を得る。これを解くと δ,m1 が求められる。既に二乗差は導入してあるから、結局混合角 θ12, θ23, θ13 と、質

量の二乗差 δm2 ∆m2 から、m1,m2,m3, δ が対称性の条件から決定されることになる。

続いて式 (D.16), (D.17) の位相部分に注目すると、

α2 = Arg
[
m2

m1
R2(δ)

]
, α3 = Arg

[
m3

m1
R3(δ)

]
, (D.23)

のように、δ から α2, α3 を導出できる。

以上より、軽いニュートリノの質量行列

MνL = U∗
PMNSdiag(m1,m2,m3)U

−1
PMNS, (D.24)

を構成するパラメータを、インプットパラメータ θ12, θ23, θ13, δm
2 ∆m2 のみから全て決定することができ

た (図 D.1)。特に、Dirac 位相 δ は観測結果に対する予言値となる。この、対称性からくる予言性の高さが

minimal gauged U(1)µ−τ 模型の特徴の一つである。

<latexit sha1_base64="/dcWyqIRuHGFH7ycctRFNx63cL8=">AAAE0nicjVM9b9NAGH5TDJTw0RQWJBZDVMRQRecUAWJAFTAw9ittpTpEtnNJrPpL9iWosTIgNsTOwASCAfEfWFgQKzD0JyDGIrEw8NzZTVtK0p5l3/O+d8/78fjOjjw3EYxtFyZOaCdPnZ48Uzx77vyFqdL0xdUk7MYOrzmhF8brtpVwzw14TbjC4+tRzC3f9viavflArq/1eJy4YbAitiJe96124LZcxxJwNUr3zIfcE5buP67O6mZziE2zaIoOF1YjNaqD2V1cndvDc8ZAb5TKrMLU0A8DIwdlysdCOF34SCY1KSSHuuQTp4AEsEcWJXg2yCBGEXx1SuGLgVy1zmlARXC72MWxw4J3E982rI3cG8CWMRPFdpDFwxuDqdMM+87esx32mX1gP9ifkbFSFUPWsoXZzrg8akw9v7z8+0iWj1lQZ481tmZBLbqjanVRe6Q8sgsn4/f6L3eW7y7NpNfZG/YT9b9m2+wTOgh6v5x3i3zp1Zh6bPRtweaIOVq5FL5M+w6s5liNk6G6LvUxZxpbql6OKJIr2QGsJ0p9X+kRIG4Kvw3mIEfyzzSHGoc5ezS3OexEnpC68skz0YKvApytplTGqtTOpKt4Y1TaRmdCYRmtve8kjc6Vafe/XKZSazeOzKKrfuT+3ez781aOmWt0d+MyHuz66J6LuK/Gv7fzMFitVoxblerizfL8/fzmTtIVukY3kOc2zdMjWqAaunlLX+grfdNWtL72VHuWbZ0o5JxLdGBoL/4C9xAMvg==</latexit>

�m2, �m2,

✓12, ✓23, ✓31

Input

<latexit sha1_base64="N2i189LatTbNxjdmBhDL27mD95Q=">AAAEyHicjVM9b9NAGH5TDJTw0RQWJJZA1Iihis5pBYipggUx9YO0leooOjuXxKq/ZDupUisLI38ACSaQGBD/ASGxADtDfwJiLBILA8+dndBSnHKWfe/73D3vx+M7M3DsKGbsoDBzRjt77vzsheLFS5evzJXmr25Gfj+0RMPyHT/cNnkkHNsTjdiOHbEdhIK7piO2zN2Hcn1rIMLI9r0n8TAQTZd3PbtjWzwG1CotV422cGK+WDa4E/R4K9FHi2OzDtMoVl0FusrHd2nUKlVYjalRPmnomVGhbKz684X3ZFCbfLKoTy4J8iiG7RCnCM8O6cQoANakBFgIy1brgkZUBLePXQI7ONBdfLvwdjLUgy9jRoptIYuDNwSzTAvsK3vLDtkn9o59Y79yYyUqhqxliNlMuSJozT27vvHzVJaLOabeH9bUmmPq0D1Vq43aA4XILqyUP9h/frhxf30hqbLX7Dvqf8UO2Ed04A1+WG/WxPrLKfWY6JvDF4iZr1wCLNW+B689VeNooq5N+5hTjbmqVyCK5Eq2B29Pqe8qPTzETYCbYI4yS/6Z9kRjP2Pnc9uTTuQJaSpMnokOsBrsdDWhClaldgbdxBui0i46i5Uto3WPnKT8XKl2/8plKLXGcWSWsupH7h9nP5q39p+58rublvF416f3XMR91f++nSeNzXpNv1Orry1XVh5kN3eWbtAtuo08d2mFHtEqNdDNC/pAn+mL9lgLtD1tmG6dKWSca3RsaE9/A0yrCWI=</latexit>

�,↵1,↵2,

m1,m2,m3

Output

図D.1 軽いニュートリノの質量行列 MνL を構成するパラメータ一覧と、minimal gauged U(1)µ−τ 模

型における Input パラメータと Output パラメータの分類。minimal gauged U(1)µ−τ 模型では、混合角

と質量の二乗差 θ12, θ23, θ13, δm
2 ∆m2 から、Dirac 位相 δ 及び、一番小さい質量固有値 m1 を導出でき

る。さらに、δ を起点に二つの Majorana 位相 α2, α3 (Output の上段) を、m1 を起点にその他の質量固

有値 m2,m3 (Output 下段) をそれぞれ決定できる。

最後に、以上の結果は U(1)µ−τ ゲージ対称性が破れるスケール ⟨σ⟩、及び Majorana 質量スケールMee,Mµτ

には依らないことに注意しよう。実際、対称性の要請からくる条件式にはこれらのスケールは現れてこなか

った。

ただし、ニュートリノ振動の結果を再現するには、MR がブロック対角として振る舞っては困るので、MR

の各成分が同程度、つまり λαβ ⟨σ⟩ ∼Mαβ である必要がある。これは、右巻きニュートリノの質量固有値Mi

と、U(1)µ−τ ゲージ対称性が破れるスケール ⟨σ⟩の間に

λαβ ⟨σ⟩ ∼Mi, (D.25)

が成り立つことを意味する。通常レプトジェネシスの文脈では、右巻きニュートリノの質量を十分重く設定す

るため、⟨σ⟩のスケールも 1013−15 GeV 程度となる [99]。一方、ミューオン g − 2 を説明する動機の元では、

本文でも述べたように典型的な BSM スケールが gZ′ ∼ MZ′
150 GeV 程度なので、⟨σ⟩は電弱スケール 102 GeV

程度となる。
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