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

• チュートリアルに対応するサンプルファイルは HPhi のソースコードでは 
HPhi/samples にあります 
• サブディレクトリ tutorial_X.Y がそのままチュートリアル X.Y 節に対応 

• HPhi のダウンロード 
• git clone --depth 1 https://github.com/issp-center-dev/HPhi 
• --depth 1 がないと履歴を全部持ってくるので時間がかかります 

• develop ブランチが必要ならば --branch develop をつける
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チュートリアル
• 各ディレクトリにサンプルが置いてあります 

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

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

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

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

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

H = JS0 · S1



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

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

H = �t
X

�=",#

⇣
c†0�c1� + h.c.

⌘
+ U

X

i=0,1

ni"ni#



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

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

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

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

H = �t
X

�=",#

⇣
c†0�c1� + c†1�c2� + c†2�c0� + h.c.

⌘
+ U

X

i=0,1,2

ni"ni#



1.4 ハイゼンベルグ鎖
• 1.4 では鎖上に並んだスピンを考える 

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

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

H = J
LX

i=1

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

Si = Si+L



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

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

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

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

H = J1
X

hi,ji

Si · Sj + J2
X

hhi,jii

Si · Sj



1.6 エキスパートモード
• 任意の2スピン相互作用は次のようにかける 

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

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

H =
X

i,j

X

↵,�

J↵,�
i,j S↵

i S
�
j



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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Γが 0.5 より小さい状態から0.5 より大きい状態にクエンチする 
• 磁化が振動するのが観測される
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<latexit sha1_base64="TSm/jsGJhP13XFPXS3+a2wWIB/E=">AAACyHichVE9SyRBEH3O6enpea5ncmAyuHgIwtIjouIhiBcoRuq6Krg69IytNs4XM717rsMmF94fuMBIwUD8CRdeoKEGBv4EMVQwMbB2dsAv1Bqm+/WretVVXVbgyEgxdtGgfWhs+tjc8qm17XP7l45M59eFyC+FtijYvuOHSxaPhCM9UVBSOWIpCAV3LUcsWls/a/7Fsggj6XvzqhKIFZdveHJd2lwRZWZ+FF2uNm3uxFNVfUyfLkYl15R63pSrO7TGst+oEurXi5Pcdbn+yL9tZrIsxxLTXwIjBVmkNuNn/qGINfiwUYILAQ+KsAOOiL5lGGAIiFtBTFxISCZ+gSpaSVuiKEERnNgtWjfotJyyHp1rOaNEbdMtDv0hKXX0snN2yK7ZCTtil+zu1VxxkqNWS4V2q64Vgdnx51v+9l2VS7vC5oPqzZoV1jGS1Cqp9iBhal3YdX155+91fnSuN/7O9tkV1b/HLth/6sAr39gHs2Ju9416LOqb01lQTno5GpTxfCwvwcJAzhjKDc4OZscn0pG1oBs96KO5DGMcU5hBge7ZwzFOcaZNa4H2S6vUQ7WGVNOFJ6b9vgd5CKhP</latexit>

H = J
X

i

Sz
i S

z
i+1 + �

X

i

Sx
i



チュートリアル一覧
• 4 章 動的な物理量 
• 4.1 動的構造因子 
• 4.2 ハバード鎖の光学応答（発展課題） 
• 4.3 ハイゼンベルグ鎖のスピン波（発展課題）
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4.1 動的スピン構造因子
• 動的構造因子を計算する 

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

• 演算子の種類や波数、振動数の範囲などを指定してスペクトル計算 (stan2.in)
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<latexit sha1_base64="YkETqNxrqbBoj8bvjH6wLwzxpe4=">AAADAXichVFLb9NAEB6bVxseDXBB4mIRFSUiidaoAoRUqSoHeqwb0laKg7V2J8kq64fsTaTW9Ykbf4ADJ5A4VFwQ1x658Ac4lH+AOBaJCwfGjgWCijLWeL/9dr7ZmR03kiJRjB1p+pmz585fmJuvXLx0+cpC9eq1zSScxB52vVCG8bbLE5QiwK4SSuJ2FCP3XYlb7vhRfr41xTgRYfBE7UbY9/kwEAPhcUWUU1WPnbTj7DXJs7q1XLcj0SRvNA079HHIG8ayYa/GfIwqj6u3rMa+LXGgerbP1cjjMl3LjFYZ/Qs4zLhjCBsVt2MxHKn+07RlZvt5BquROdUaa7PCjJPALEENSlsPq4dgww6E4MEEfEAIQBGWwCGhrwcmMIiI60NKXExIFOcIGVRIO6EopAhO7Jj+Q9r1SjagfZ4zKdQe3SLJY1IasMg+sQN2zD6yt+wL+/HPXGmRI69ll1Z3psXIWXh+o/P9vyqfVgWj36pTa1YwgAdFrYJqjwom78Kb6ad7L447DzcW09vsNftK9b9iR+wDdRBMv3lvLNx4eUo9LvXNaY+Uk16OBmX+PZaTYPNu27zXXrKWaiur5cjm4CbcgjrN5T6swBqsQ5fu+ayBNq9V9Gf6gf5Ofz8L1bVScx3+MP3wJ+0luow=</latexit>

GSz,Sz (Q = (⇡,⇡),!) =
D
Sz(�Q)

��� [H� ! � !0 + i⌘]�1
���Sz(Q)

E



4.2 光学伝導度
• 励起状態を得るための演算子を自分で定義することで、より複雑なスペクトル
を計算可能 

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