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Abstract

近年の理論物理学では，ある種の物理系同士の双対性に基づいてそれぞれの物理系の性質を
解析するということがよく行われている．例えば，AdS/CFT 対応を用いることで，重力を
含まない低次元の物理系によって重力系の性質を研究したり，強結合の量子多体系を弱結合
の重力系によって解析することができる．笠-高柳予想は AdS/CFT 対応における最も有名
で重要な関係式の一つであり，量子もつれの構造を拠り所に AdS/CFT 対応のメカニズムの
理解をするための基礎であるとみなされている．半古典極限において，笠-高柳予想は共形場
理論 (CFT) のエンタングルメントエントロピー (EE) を双対な重力系の笠-高柳曲面の面積
としてあたえる．EE は量子もつれの大きさを定量化する指標の一つであり，笠-高柳曲面は
ホモロガス条件と呼ばれるトポロジカルな条件を満たす曲面のなかで面積が最小のものであ
る．一般の量子系において，EE を評価する際にはレプリカ法と呼ばれる方法を用いること
ができ，その q-類似であるエンタングルメント Renyi エントロピー (ERE) を評価してから
q → 1極限をとることで EEを与えることができる．EREはレプリカ分配関数と呼ばれる q-

分配関数によって与えられ，半古典極限ではその分配関数を表現する経路積分を鞍点近似に
よって評価することができる．q-分配関数の鞍点が複数存在する場合，先行研究では値が最
小の鞍点だけが EE および ERE に寄与するとされており，笠-高柳予想もこの元で正当化さ
れていた．本研究では，一般の量子系において q が十分 1 に近い q ∼ 1 の場合，q-分配関数
のすべての鞍点が EE および ERE に同程度に寄与し得ることを明らかにした．その具体例
として，Liouville CFT における二区間系の EE を数値的に与える．二区間系の q-分配関数
は適当な演算子の四点相関関数によって与えられ，Liouville CFT ではこの相関関数を BPZ

方程式によって解析することができる．特に，四点相関関数に関する BPZ 方程式は Heun

の微分方程式と等価で，q-分配関数の鞍点は Heun の微分方程式のアクセサリーパラメタか
ら得られることになる．この解析から q ∼ 1 において q-分配関数は二つの鞍点をもち，系の
対称性からこれらは等しい重みで ERE に寄与することを見る．一方で，笠-高柳予想は q-分
配関数の最小の鞍点のみが ERE に寄与するという仮定のもとで正当化されていたので，複
数の鞍点をもつ一般の系では笠-高柳予想は修正されるべきである．そこで，笠-高柳予想に
代わり二区間系の EE を対応する重力系で与える公式を提案し，これを AdS/CFT 対応のも
とで導出する．
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Chapter 1

Introduction

近年の理論物理学では，ある種の物理系の間の双対性に基づいてそれぞれの物理系の性質を
解析するということがよく行われている．例えば，AdS/CFT 対応 [1, 2, 3]では，重力を含ま
ない低次元の物理系によって重力系の性質を解析したり，強結合の量子多体系を弱結合の重力
系によって解析できると考えられている．実際に，AdS/CFT対応をもつと考えられる具体的
な系はいくつか提案されている．一方で，AdS/CFT対応を証明するには，素朴には，各理論
の分配関数を非摂動的に与えるといった困難を乗り越えなければならない．笠-高柳予想 [4, 5]

は AdS/CFT 対応における最も有名で重要な関係式の一つであり，半古典極限において，強
結合系の量子もつれの大きさを対応する重力系において幾何学的に与える．AdS/CFT 対応
における笠-高柳予想の重要性は AdS/CFT 対応の発端となったホログラフィー原理 [6, 7, 8]

に遡ると理解しやすい．

1.1 Holographic principle and Ryu-Takayanagi conjec-

ture

ホログラフィー原理とは，重力系のもつ自由度は一次元低い平坦な背景時空上の理論の自由
度と等しいというものである．日常的によく見る物理系の熱力学的エントロピーは体積則に
したがうとみなせることが多いが，重力系の中には熱力学的エントロピーが面積則に従うも
のがある．例えば，ブラックホール時空の熱力学的エントロピーは Bekenstein-Hawking に
よるブラックホールのエントロピー公式 [9, 10] によって次のように与えられる．

SBH =
A
4G

(1.1)
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ここで，A はブラックホールの表面積である．ホログラフィー原理はこの公式から着想を得
たものである．

AdS/CFT 対応はホログラフィー原理を実際に実現している物理系であると考えられてい
る．AdS/CFT 対応はもともと超弦理論の文脈で提唱された概念で，漸近 AdS であるある種
の超弦理論と平坦背景時空上の超対称ゲージ理論との双対性として提案された．この例を抽
象化し，AdS/CFT 対応では物理系の詳細を特定せずに，強結合の共形場理論 (CFT) と漸
近 AdS な弱結合の重力理論との対応関係を考えるということがしばしば行われている．一方
で，AdS/CFT 対応には不明瞭な部分も多い．どのような CFT にどのような重力双対が存
在するかといったことを調べる方法は確立されておらず，また，AdS/CFT 対応が存在する
という状況証拠がいくつか知られている系においても，その双対性を素朴に証明するために
は理論の分配関数を非摂動的に評価するといったことが必要でそれは非常に困難である．し
たがって，一方の物理系における物理量や概念が，双対な系においてどのように表現される
かは非自明な問題であることが多い．
笠-高柳予想は CFT のエンタングルメントエントロピー (EE) を双対な重力系を用いて

与える方法を提案している．半古典極限では，CFT 側の適当な部分系の EE を式 (1.1) にお
いてブラックホールの表面積の代わりに，その部分系に対する笠-高柳曲面の面積としたもの
によって与える．笠-高柳曲面はホモロガス条件 [11] と呼ばれる CFT 側の部分系とトポロ
ジカルな制限を満たす曲面の内，面積が最小のものとして定義される．EE は量子もつれの
大きさを定量化する指標の一つで，物理系の持つ量子相関の大きさと古典相関の大きさの両
方の寄与を合わせた物理量である．特に，EE は物質のトポロジカルな性質を反映し，その
基底状態を特徴付けることもある [12]．強相関系では EE の評価は困難であることが多いた
め，AdS/CFT 対応を使って弱結合の重力側で EE を評価しようとすることは自然な試みで
ある．この点に関して，熱力学的なエントロピーも広い意味では EE であることに注意する
と良い．AdS/CFT 対応において CFT の熱力学的なエントロピーは対応するブラックホー
ル時空における Bekenstein-Hawking 公式 (1.1) によって与えられると考えられているので，
AdS/CFT 対応を用いて CFT 側の EE を対応する重力系において与えるという考えはこの
観点からも自然である．
笠-高柳予想は AdS/CFT 対応，ホログラフィ原理および量子もつれの研究に対して多大

な影響を与えている [13, 14, 15, 16, 17, 18]．笠-高柳予想は，CFT の情報がそれと双対な重
力系のどの部分にエンコードされているかを示し，CFT 側とそれに双対な重力系のそれぞ
れの部分系同士の対応関係などの解析や，重力系における量子もつれの構造を解析するとい
う研究も盛んに行われている．笠-高柳予想は AdS/CFT 対応にこのような新たな観点を与
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え，量子もつれは物理学の各分野をつなぐ共通言語として認識されるようになった．このよ
うに笠-高柳予想は AdS/CFT 対応を理解する上で最も基礎的な関係式の一つとして認識さ
れ，今現在でもよく信じられている．

1.2 Ryu-Takayanagi conjecture with multiple saddle points

in the semi-classical limit

笠-高柳予想は本当に正しいか？というのが本研究の動機である．それを説明するために，ま
ず，EE の一般論について振り返る．EE を評価する際にはレプリカ法と呼ばれる手法を用
いて，その q-類似であるエンタングルメント Renyi エントロピー (ERE) を扱うと都合が良
い [19, 20]．すると，ERE はレプリカ理論の分配関数 Z(q) によって与えられることになり，
この分配関数はもともとの理論の分配関数 Z の q-類似となっている．具体的には ERE S(q)

および EE S は次のように与えられる．

S = lim
q→1

S(q), S(q) =
1

1− q
[logZ(q)− q logZ] (1.2)

これらの分配関数 Z(q) および Z は経路積分によって与えられ，半古典極限では鞍点近似
によってそれぞれの経路積分を評価することができる．ここで問題となるのは，レプリカ分
配関数 Z(q) に複数の鞍点が存在する場合である．一見，複数の鞍点が存在する場合，最小
値を与える鞍点の寄与は他の鞍点の寄与に比べて指数関数的に大きいため，最小の鞍点のみ
が ERE に寄与すると考えるかもしれない．従来の半古典極限の EE の解析 [21, 22, 23] で
はこのように考えられていたが，q → 1 極限の扱いには注意が必要である．レプリカ理論の
構成や密度演算子の規格化条件に注意すると，q が 1 に近い q ∼ 1 では各鞍点の値の差が
O(q − 1) となり，各鞍点の寄与の間に指数関数的な差はないことを本論文では示す．特に，
半古典極限にある Liouville CFT において部分系 A が二区間からなる場合の EE は各鞍点
の単純な和として与えられることを示す．
さて，AdS/CFT 対応はそれぞれの理論の分配関数の等価性を主張しているので，CFT

側の q-分配関数に対応する重力側の q-分配関数1が存在すると考えられる．したがって，重
力側の q-分配関数の具体形が明らかになれば CFT 側の EE を双対な重力側で一意に与える
ことができる．本論文では，この EE をホログラフィックエンタングルメントエントロピー
(HEE) と呼ぶ．ここで重要なことは，AdS/CFT 対応への理解が不完全なために重力側の q-

1CFT 側の q-分配関数に対応する重力側の q-分配関数もレプリカ分配関数と呼ばれることもあるが，重力
側はレプリカ理論であるとは限らないので，本論文ではこの分配関数を単に重力側の q-分配関数と呼ぶ．
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分配関数の具体形が，半古典極限においてさえ明らかでないことである．笠-高柳予想を信じ
れば，半古典極限における HEE に寄与する鞍点同士の差を特徴付ける O(q− 1) の項はホモ
ロガス条件を満たす極小曲面の面積に比例し，HEE にはそれらの曲面のうち面積が最小の
ものだけが寄与すると考えられていた．もちろん，CFT 側で計算された EE と笠-高柳予想
による HEE の直接比較によってその正しさが確かめられている系も存在するが，そのよう
な系は我々の知る限り，重力系の分配関数の鞍点が一意に定まる系であり，その場合には面
積の最小性が問題にならない．本論文の結果によると，重力側の分配関数の鞍点が復数存在
する系において笠-高柳予想を導出するためには，重力側の q-分配関数を定義する作用は非
常に恣意的な形をしている必要がある．そこで我々は笠-高柳予想に代わる HEE 公式および
重力系の作用を具体的な系において提案する．
そもそも笠-高柳予想には修正の余地が十分にある．一般の量子系において，EE は強劣

加法性と呼ばれる性質を持つ．そこで 笠-高柳予想では HEE が強劣加法性をもつための十分
条件として，笠-高柳曲面にはホモロガス条件と曲面の最小性が課されている．したがって，
重力側の q-分配関数の鞍点がホモロガス条件を満たす曲面の面積として与えられるとは限ら
ない．近年では，笠-高柳予想に基づいてブラックホールの情報パラドックスを解析する試み
であるアイランド予想に関する研究が盛んで，理論のユニタリティと無矛盾な鞍点の足し上
げが必要であるという解析が行われている [24, 25, 26]．しかし，各鞍点が分配関数にどのよ
うに寄与するかは CFT 側の情報から一意に決まっているはずで，適当な制限から場当たり
的に導くべきものではない．アイランド予想では部分系がブラックホールの事象の地平面内
外に存在する場合の EE を扱うので，本研究で主に取り扱う二区間系は対応するレプリカ分
配関が複数の鞍点をもつ最も単純な系でありながら，アイランド予想における最も単純な状
況を記述するという意味で重要な物理系となっている．

1.3 Structure of the doctoral thesis

本学位論文は著者がこれまでに発表した論文 [27, 28, 29] をまとめたものであり，これらの
論文の主な結果は本論文の第 2.2, 3.3 4.3 節に記述されている．本論文のその他の部分はレ
ビューとなっている．本論文では静的な二次元 CFT とそれに双対な三次元の重力系を扱う．
特に，CFT の EE としては Riemann 球面上の一区間系，二区間系およびトーラス上の一区
間系を扱う．このような低次元系を扱うため，曲面や宇宙膜などを曲線や宇宙ひもなどとい
うことがあるので注意してほしい．また，時間依存する系や EE の量子補正項などは本論文
では扱わないため他の文献を参照してほしい [30, 31]．
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2.1 節では，レプリカ法を導入し，EE を ERE S(q) によって表現する [19, 20]．このと
き，部分系 A の ERE SA(q) を評価するためには q 個の部分密度行列 ρA の積のトレースを
計算する必要があり，その密度行列の経路積分による表式を与える．この q 個の密度行列の
積のトレースは単一のレプリカ多様体上の分配関数，もしくはレプリカ場理論におけるツイ
スト演算子の相関関数によって表現できることを見る．レプリカ多様体は部分系の端点 ∂A

では q の大きさに応じた欠損角を持つことを確認する．この欠損角の大きさは CFT 側のレ
プリカ多様体と双対な重力系の時空との整合性を考慮する上で重要である．次に，2.2 節で
は，著者の提案した方法に基いて半古典極限をもつ一般の理論において，EE をその分配関
数の鞍点によって与える [27]．特に，その鞍点が複数存在する場合，系の量子状態が各鞍点
に対応する量子状態の重ね合わせであると仮定すると，その EE は式 (2.38) のように，Born

則に基いて，それぞれの鞍点を対応する確率振幅の大きさの二乗のウェイトで足し合わせた
ものであることを示す．

3.1 節では，二次元 CFT におけるレプリカ法の一般論をまとめる [19, 20]．その共形対称
性によって ERE を評価する問題を別の等価な問題に書き換えることができる．特に，ERE

の評価はそれに付随する微分方程式のモノドロミー問題に等価であることを見る．3.2 節で
は，一般の CFT について，3.1 節の手法を適用する．Riemann 球面上の一区間系の場合な
どは理論の詳細に関わらず共形対称性から EE が完全に決定されることがよく知られてい
る．一方で，Riemann 球面上の二区間系の EE は共形対称性だけでは決まらず，理論の詳細
に依存することを確認する．3.3 節では，Liouville CFT は BPZ 方程式から，3.1 節で導入
した微分方程式の解がレプリカ多様体の大域的構造との整合性条件から ERE が決定される
ことを見る．二区間系の場合には四点相関関数の評価が必要で，四点相関関数を決定するた
めの BPZ 方程式は Heun の微分方程式と等価になっている．その解の振る舞いは局所的に
は Frobenius 級数として Heun の微分方程式の特性指数により完全に決定される．しかしな
がら，その解の大域的振る舞いは Heun の微分方程式に含まれるアクセサリーパラメタに依
存するため非自明である．このアクセサリーパラメタは q-分配関数の鞍点と本質的に等価で
あり，q ∼ 1 において Heun の微分方程式の解の振る舞いがレプリカ多様体の大域的構造と
の整合的であるようなアクセサリーパラメタを決定することで q-分配関数の二つの鞍点を得
る [27]．2.2 節の議論をもとに，ERE および EE はこれら二つの鞍点の和として与えられる．
この EE はコンパクト化されたボゾンのものと等しく，CFT の構造と無矛盾であることが
期待できる．

4.1 節では，AdS/CFT 対応のメカニズムが不明瞭であることに起因する HEE のもつ不
定性について指摘する．CFT側のレプリカ多様体が部分系の端点に q の大きさに応じた欠損
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角を持つことから，対応する重力側の多様体も整合的な欠損角を持つ必要がある．一見，そ
れは q の大きさに応じた張力を持つ宇宙ひもや宇宙膜によって実現されるが，CFT 側での
場の大域的振る舞いが非自明であったように宇宙ひもや宇宙膜の大域的振る舞いも同様の非
自明さを持つべきであることを指摘する．4.2 節では，笠-高柳予想がこの宇宙膜の大域的振
る舞いをホモロガス条件によって指定していることを確認する．その後，笠-高柳予想を具体
的な系に適用し，その問題点を述べる．4.3 節では，まず，Riemann 球面上の二区間系につ
いて笠-高柳予想に代わる HEE を与える [28]．この HEE は 3.1 節であたえた Liouville CFT

の EE と等しい結果を与える．この結果を参考にトーラス上の CFT とそれに双対な BTZ

時空において，一区間系に対する HEE を予測する [29]．どちらの場合に関しても，重力側
の分配関数の鞍点としては対応する時空中に存在可能な全ての極小曲面の組が唯一の鞍点を
構成し，その大きさはそれらの面積を適当に足し引きしたものによって与えられる．そのよ
うな極小曲面の組み合わせは欠損角の整合性を保証するが，欠損角の整合性だけでは極小曲
面の配位は一意に定まらず，やはり重力側の鞍点の構造を決定するにはなんらかの大域的な
条件が必要である．本論文ではその条件の特定は行わない．

5 章は本論文の結論である．また，付録 A は本論を読む助けとなる数学, B では共形場理
論の基本的な性質, そして C では AdS 時空に関する物理を本論とは独立した形でまとめた．
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Chapter 2

Replica trick and semi-classical limit

エンタングルメントエントロピー (EE) を計算する手法の一つであるレプリカ法について概
観する．レプリカ法によると，EE やその q-類似であるエンタングルメント Renyi エントロ
ピー (ERE) はレプリカ理論の分配関数によって記述される [19, 20, 32]．半古典極限におい
て，この分配関数を与える経路積分を鞍点近似によって評価する際の注意点を述べる．従来
の取り扱いでは，鞍点が複数存在する場合には最小値を与える鞍点のみが EE に寄与すると
考えられていた．しかし，実際にはそれらのすべてが EE に同程度に寄与する可能性がある
ことを見る．

2.1 Replica Trick

ある物理系において，その部分系 A の密度演算子 ρA が与えられたとき，部分系 A のエン
タングルメントエントロピー (EE) SA は次のように定義される．

SA = −TrA(ρA log ρA). (2.1)

ここで TrAは部分系 Aにおけるトレースである．密度演算子は半正定値行列によって表現され
るので，その行列の対数関数はうまく定義されている．具体的には，ρA = diag(λ1, · · · , ), λi ≥
0 のように対角化した基底において関数 ρA log ρA の成分は diag(λ1 log λ1, · · · , ) であり，こ
こで，0 log 0 := 0 と定義すればこの行列値関数は常に意味を持つ．この約束のもとでレプリ
カ法とは次の対数関数の次の極限表示を用いて EE を書き直す手法である．

log(x) = lim
q→1

xq−1 − 1

q − 1
(2.2)
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密度演算子の規格化 TrA(ρA) = 1 を用いると，式 (2.1) は次のように書き直せる．

SA = lim
q→1

TrA(ρ
q
A )− 1

1− q
= − lim

q→1

∂

∂q
TrA(ρ

q
A )

= − lim
q→1

∂

∂q
log TrA(ρ

q
A ) = lim

q→1

1

1− q
log TrA(ρ

q
A ) (2.3)

このように，EEの q-類似はいくらでも作ることができるが，代表的なものには次のように定
義される Tsallisエントロピー STsallis(n)やエンタングルメント Renyiエントロピー SRenyi(n)

がある．

STsallis
A (q) =

Tr(ρ q
A )− 1

1− q
, SRenyi

A (q) =
1

1− q
log Tr(ρ q

A ) (2.4)

これ以降，エンタングルメント Renyi エントロピー (ERE)を主に扱い，SRenyi
A (q) の代わり

に単に SA(q) と書く．
密度演算子の経路積分表示を与える．本論文では，多様体 M 上に定義された，時間並

進対称性を持つ Euclid 化された量子場の理論 (QFT)を想定し，その基本的な場の自由度を
ϕ(x)，Euclid 化された作用を S[ϕ] とする．ϕ(x) の固有状態を定義するために，座標系を
x = (t, x⃗) のように時間 t とそれ以外に分離する．Schrödinger 描像における ϕ(x) の固有状
態 |φ〉 は次のような状態である．

ϕ(t, x⃗) |φ, t〉 = φ(t, x⃗) |φ, t〉 (2.5)

ここで，ϕ は場の演算子で φ は固有値である．このとき，ϕ(x) の固有状態 |φ, t〉 は (過剰)

完全性を持つ． ∫ ∏
x⃗

dφ(t, x⃗) |φ, t〉〈φ, t| = 1 (2.6)

すると，基底状態 |0〉 に対する波動汎関数 Ψ[φ,−0] = 〈φ,−0|0〉 は t = −∞ から t = −0 の
経路積分によって与えられる．

Ψ[φ,−0] =
1√
Z

∫ ∏
−0>t>−∞

∏
x⃗

dϕ(t, x⃗) e−S[ϕ(t,x⃗)] δ−0 [ϕ− φ] (2.7)

ここで Z は分配関数，δt [ϕ− φ] はデルタ汎関数で次のように定義される．

Z =

∫ ∏
t,x⃗

dϕ(t, x⃗) e−S[ϕ(t,x⃗)], (2.8)

〈φ, t|ϕ, t〉 = δt [ϕ− φ] =
∏
x⃗

δ [ϕ(t, x⃗)− φ(t, x⃗)] (2.9)
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Ψ[φ,+0] に Hermite 共役な波動関数 Ψ∗[φ,+0] = 〈0|φ,+0〉は次のように定義される．

Ψ∗[φ,+0] =
1√
Z

∫ ∏
∞>t>+0

∏
x⃗

dϕ(t, x⃗) e−S[ϕ(t,x⃗)] δ+0 [ϕ− φ] (2.10)

この波動汎関数は次の意味で規格化されている．

〈0|0〉 =
∫ ∏

x⃗

dφ(0, x⃗) 〈0|φ, 0〉〈φ, 0|0〉 =
∫ ∏

x⃗

dφ(0, x⃗)Ψ∗[φ, 0]Ψ[φ, 0] = 1 (2.11)

ここで，∫M Dϕ =
∫ ∏

t,x⃗ dϕ(t, x⃗) として，基底状態に対する密度演算子 ρ = |0〉〈0| の成分
[ρ]φ1φ2 = 〈φ1,−0|0〉〈0|φ2,+0〉 は

[ρ]φ1φ2 =
1

Z

∫
M

Dϕ e−S[ϕ(t,x⃗)] δ−0 [ϕ− φ1] δ+0 [ϕ− φ2] (2.12)

であり，部分系 A に対する部分密度行列 ρA は x⃗ /∈ A に対して φ1(−0, x⃗) = φ2(+0, x⃗) とし
たものなので，x⃗ ∈ A のデルタ関数のみが残る．

[ρA]φ1φ2 =
1

Z

∫
M

Dϕ e−S[ϕ(t,x⃗)] δA,−0 [ϕ− φ1] δA,+0 [ϕ− φ2] (2.13)

ここで，δA,±0 は 式 (2.8) の x⃗ に関する積を空間全体でなく， x⃗ ∈ A に制限したものである．
すると，密度行列の φ1, φ2 成分は，部分系の t = ±0 において図 2.1 のような境界条件を課
した経路積分を実行することで得られる．直感的には，部分系 A 以外の部分は既にトレー
スアウトされているので，経路積分の際に特に制限なく通過することができる．ERE および
TrA (ρ q

A ) を評価する場合にはレプリカ多様体を導入すると便利である．

Replica manifold

部分密度演算子の q 乗のトレース TrA (ρ q
A ), q ∈ Z+ は次のように書ける．

TrA (ρ q
A ) =

∫
M

∏
x⃗

dφ1 · · ·
∏
x⃗

dφq−1 [ρA]φ1φ2 [ρA]φ2φ3 · · · [ρA]φq−1φ1 (2.14)

ここで各密度行列 [ρA]φiφi+1
がデルタ汎関数 δA,−0[ϕ− ϕi]δA,+0[ϕ− ϕi+1] を含むことに注意す

ると，密度行列の積に対応する φ2, · · · , φq−1 の経路積分によって，i 番目の密度行列の経路
積分の t = +0 での場の値と i+ 1 番目の密度行列の経路積分の t = −0 での場の値が部分系
A 上で一致することになる．最後に φ1 の経路積分によりトレースを取ることで，n 番目の
密度行列の経路積分の t = +0 での場の値と 1 番目の密度行列の経路積分の t = −0 での場
の値が部分系 A 上で一致する．
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<latexit sha1_base64="dmjPUSNKyY5JAnwgBpxFPwH95M8=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1ofrRZBEKRYKq7KVETFVcWNyz5sK6iUJI46mCYhmRZqEVzrVnHhSkFE/Aw3/oALf0AQlwpuXHiTBkRFvSEzZ87cc+fMXM02hCsZewgpHZ1d3T3h3khf/8BgNDY0XHatuqPzkm4ZlrOqqS43hMlLUkiDr9oOV2uawSva7pK3X2lwxxWWuSKbNt+oqdum2BK6KonKy2osydLMj8RPkAlAEkHkrNgV1rEJCzrqqIHDhCRsQIVL3xoyYLCJ20CLOIeQ8Pc59hEhbZ2yOGWoxO7SuE2rtYA1ae3VdH21TqcY9DukTCDF7tk1e2F37IY9sfdfa7X8Gp6XJs1aW8vtavRwtPj2r6pGs8TOp+pPzxJbmPe9CvJu+4x3C72tb+ydvhQXCqnWJLtgz+T/nD2wW7qB2XjVL/O8cIYINSDz/bl/gvJ0OjObnsnPJLOLB+1WhDGGCUzRe88hi2XkUKJzOY5wjJPQo9KvxJWRdqoSCtoXx5dQxj8AFvyKfA==</latexit>

t

<latexit sha1_base64="J0LkfPk+1nErshgjx7craYeMUgQ=">AAACanichVG7SgNBFD1Z3/GRqI2SRoyKVZhIULGK2FjmYYyQhLC7TuKSfbG7CWoQrO2sBFMpiIifYeMPWOQTRDsFGwvvPkBU1LvMzpkz99w5M1cyVcV2GOuGhJ7evv6BwaHw8MjoWCQ6PrFtG01L5gXZUA1rRxJtrio6LziKo/Id0+KiJqm8KDU23P1ii1u2YuhbzoHJK5pY15WaIosOUcVyi8vt/aNqNM4SzIuZnyAZgDiCyBjRa5SxCwMymtDAocMhrEKETV8JSTCYxFXQJs4ipHj7HEcIk7ZJWZwyRGIb9K/TqhSwOq3dmranlukUlYZFyhnMswd2w17YPbtlj+z911ptr4br5YBmyddysxo5mcq//avSaHaw96n607ODGlY9rwp5Nz3GvYXs61uHZy/5tdx8e4Fdsifyf8G67I5uoLde5assz3UQpgYkvz/3T7C9lEguJ1LZVDy9fuy3YhAxzGKR3nsFaWwig4Ln7hTn6ISehQlhWoj5qUIoaN8kvoQw9wEsVY1O</latexit>

~x

<latexit sha1_base64="WdTE09lMAMHgvbLn1HmV56HXvuw=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1Z3/GRqCCCTTQoVmFWgoqVYmPpKw9IRHbXSTJkX+xOAhoEawtbBSsFEfEzbPwBCz9BLBVsLLy7WRAV9S47c+bMPXfOzNVdU/iSsceY0tHZ1d3T2xfvHxgcSiSHR/K+0/AMnjMc0/GKuuZzU9g8J4U0edH1uGbpJi/o9dVgv9Dkni8ce1vuu3zH0qq2qAhDkwFVdmtiN5lmGRZG6idQI5BGFOtO8hpl7MGBgQYscNiQhE1o8OkrQQWDS9wOWsR5hES4z3GIOGkblMUpQyO2TmOVVqWItWkd1PRDtUGnmPR7pExhmj2wG/bC7tkte2Lvv9ZqhTUCL/s0620td3cTx+Nbb/+qLJolap+qPz1LVLAYehXk3Q2Z4BZGW988OH3ZWtqcbs2wS/ZM/i/YI7ujG9jNV+Nqg2+eI04NUL8/90+Qn8uo85nsRja9vHLUbkUvJjCFWXrvBSxjDevI0bk1nOAUZ7EnJaGMKePtVCUWtW8UX0KZ/ADbnIvD</latexit>

�

<latexit sha1_base64="Z41ondYa+EctdVATApo3pK4in6g=">AAACgXicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQvIxBRkZCrYKsSUJRYBWfFGGtoGOjFlqcnVFbWa8QLKBnoWFpYGhmYKBnrGRqaWZiZAhomFgbm5pYKhngEYKDNAQUC+wHKGGIYUhnyGZIZShlyGVIY8hhIgO4chkaEYCKMZDBkMGAqAYrEM1UCxIiArEyyfylDLwAXUWwpUlQpUkQgUzQaS6UBeNFQ0D8gHmVkM1p0MtCUHiIuAOhUYVA2uGqw0+GxwwmC1wUuDPzjNqgabAXJLJZBOguhNLYjn75II/k5QVy6QLmHIQOjC6+YShjQGC7BbM4FuLwCLgHyRDNFfVjX9c7BVkGq1msEig9dA9y80uGlwGOiDvLIvyUsDU4NmM3ABIwAWygq4GWFGeoZmeiaBJsoOdtCo4GCQZlBi0ACGtzmDA4MHQwBDKNDeJoYVDBsZNjExM2kyGTAZQZQyMUL1CDOgACZrAHxak5g=</latexit>

� = '2(+0, ~x)
<latexit sha1_base64="+jsPN+WYpsZuri2723U/waDyTSw=">AAACgXicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQvIxBRkZCrYKsSUJRYBWfGGGroGOjFlqcnVFbWa8QLKBnoGFkbGpoYKBnpmZgZGhiZAhqWhuamRkYKhngEYKDNAQUC+wHKGGIYUhnyGZIZShlyGVIY8hhIgO4chkaEYCKMZDBkMGAqAYrEM1UCxIiArEyyfylDLwAXUWwpUlQpUkQgUzQaS6UBeNFQ0D8gHmVkM1p0MtCUHiIuAOhUYVA2uGqw0+GxwwmC1wUuDPzjNqgabAXJLJZBOguhNLYjn75II/k5QVy6QLmHIQOjC6+YShjQGC7BbM4FuLwCLgHyRDNFfVjX9c7BVkGq1msEig9dA9y80uGlwGOiDvLIvyUsDU4NmM3ABIwAWygq4GWFGeoZmeiaBJsoOdtCo4GCQZlBi0ACGtzmDA4MHQwBDKNDeJoYVDBsZNjExM2kyGTAZQZQyMUL1CDOgACZrAECRk3k=</latexit>

� = '1(�0, ~x)

Figure 2.1: この図は部分密度行列を与える経路積分の境界条件を表しており，特に，部分
系 A が一つの区間からなる場合のものである．t = 0 において，部分系 A 以外はトレース
アウトされており，ϕ の経路積分に関して境界条件は課されない．

この描像からレプリカ多様体が自然に導入される．具体的に，部分系 A が一つの区間か
らなる場合を考える．TrA (ρ q

A ) を与える一つ目の方法は，図 2.2 の左側のように q = 3 個の
経路積分を部分系 A 上での境界条件に注意しながらM 上で実行し，その後で密度行列の積
とトレースを取る方法である．もう一つの方法は，図 2.2 の右のように，あらかじめデルタ
汎関数同士の繋がり方と整合的な構造を持ったレプリカ多様体上で一挙に経路積分をする方
法である．まず q ∈ Z+ に対し，作用 S[ϕ] を持つ多様体M 上の理論と部分系 A に対応す
るレプリカ多様体MA(q) は次を満たす空間であるとする．

TrA (ρ q
A ) =

1

Zq

∫
MA(q)

Dϕ e−S[ϕ(t,x⃗)] (2.15)

また，レプリカ分配関数 ZA(q) をレプリカ多様体MA(q) 上の分配関数として次のように定
義する．

ZA(q) =

∫
MA(q)

Dϕ e−S[ϕ(t,x⃗)] (2.16)

すると，部分系 A に対する ERE SA(q) は次のように二種類の分配関数によって表せる．

SA(q) =
1

1− q
(logZA(q)− q logZ) (2.17)
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<latexit sha1_base64="weCAaRr4xNJPBSi0qNkYVvpeLZk=">AAACdXichVG7SgNBFD1ZXzE+smojiBCMijZxIkHFSrGxEZJoVDASdtdJsmRf7k4CGgRrf8BCG4Uo4mfY+AMW+QSxVLCx8GYTEA3qXXbmzJl77pyZqzqG7gnG6gGpo7OruyfYG+rrHxgMy0PD255ddjWe0WzDdndVxeOGbvGM0IXBdx2XK6Zq8B21tNbY36lw19Nta0scOXzfVAqWntc1RRCVk+WsqYiiphjVjZPc6szhbE6OshjzI9IO4i0QRSuStnyLLA5gQ0MZJjgsCMIGFHj07SEOBoe4fVSJcwnp/j7HCUKkLVMWpwyF2BKNBVrttViL1o2anq/W6BSDfpeUEUyxJ3bHXtkju2fP7OPXWlW/RsPLEc1qU8udXPhsdPP9X5VJs0DxS/WnZ4E8lnyvOnl3fKZxC62prxyfv24up6eq0+yavZD/K1ZnD3QDq/Km1VI8fYEQNSD+87nbwfZ8LL4QS6QS0ZXV02YrghjDBGbovRexgnUkkaFzK7hEDTeBd2lcmpSmm6lSoNW+EXwLae4T0XuQrA==</latexit>

MA(q)

<latexit sha1_base64="VqT0ucp8Ce6miOK/GFO8JNHADtc=">AAACbnichVFNSwJRFD1OX2YfWkEEEUVitJJnREWrok2bIDVLUJGZ6amD88XMUygRWrePFkFREBH9jDb9gRb+hGgTFLRp0XUUoqS6w8w777x77px3r2LrmisYa/ikru6e3j5/f2BgcGg4GBoZ3XWtiqPylGrplpNWZJfrmslTQhM6T9sOlw1F53tKeaN5vlfljqtZ5o44sHnOkIumVtBUWRCVyRqyKKmyXtuq50NhFmVezHSCWBuE0Y5tK3SDLPZhQUUFBjhMCMI6ZLj0ZBADg01cDjXiHEKad85RR4C0FcrilCETW6ZvkXaZNmvSvlnT9dQq/UWn1yHlDCLskd2yV/bA7tgT+/i1Vs2r0fRyQKvS0nI7HzyeSL7/qzJoFSh9qf70LFDAiudVI++2xzRvobb01cPT1+RqIlKbY1fsmfxfsga7pxuY1Tf1Os4TZwjQAGI/290JdheisaXoYnwxvLZ+1BqFH5OYxTz1exlr2MQ2Ul7HTnCOC9+LNC5NSdOtVMnXHt8YvoU0/wmxqI7n</latexit>

M

<latexit sha1_base64="VqT0ucp8Ce6miOK/GFO8JNHADtc=">AAACbnichVFNSwJRFD1OX2YfWkEEEUVitJJnREWrok2bIDVLUJGZ6amD88XMUygRWrePFkFREBH9jDb9gRb+hGgTFLRp0XUUoqS6w8w777x77px3r2LrmisYa/ikru6e3j5/f2BgcGg4GBoZ3XWtiqPylGrplpNWZJfrmslTQhM6T9sOlw1F53tKeaN5vlfljqtZ5o44sHnOkIumVtBUWRCVyRqyKKmyXtuq50NhFmVezHSCWBuE0Y5tK3SDLPZhQUUFBjhMCMI6ZLj0ZBADg01cDjXiHEKad85RR4C0FcrilCETW6ZvkXaZNmvSvlnT9dQq/UWn1yHlDCLskd2yV/bA7tgT+/i1Vs2r0fRyQKvS0nI7HzyeSL7/qzJoFSh9qf70LFDAiudVI++2xzRvobb01cPT1+RqIlKbY1fsmfxfsga7pxuY1Tf1Os4TZwjQAGI/290JdheisaXoYnwxvLZ+1BqFH5OYxTz1exlr2MQ2Ul7HTnCOC9+LNC5NSdOtVMnXHt8YvoU0/wmxqI7n</latexit>

M
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M

Figure 2.2: q = 3 のときの一区間系の ERE に対するレプリカ多様体MA(q) の模式図．左
図では図 2.1 が独立に q = 3 枚並んでおり，密度行列の積やトレースによって，部分系 A 上
で同じ色の部分の場の値が最終的に同じになる．右図は部分系 A 上で同じ色の部分をあらか
じめ連結してできたレプリカ多様体を表現している．

このように q ∈ Z+ で評価した ERE に対し，形式的に q → 1 極限を取ることで EE が与え
られる．
レプリカ多様体の構造を理解しておくことは本論文において最も重要である．直感的に

は，レプリカ多様体MA(n) は q 枚の多様体M から成り，レプリカ多様体MA(q) 上で経
路積分をするときに，i 番目の M 上で部分系 A を通過すると，通過する方向に依存して
i± 1 番目のM に移動する．このとき部分系 A の端点 ∂A が特異になる．特に，レプリカ
多様体M(q)

A は適当な離散群 Σ によってM ∼= M(q)
A /Σ を満たすように作られる．直感的に

はM(q)
A /Σ はレプリカ多様体を構成する q 枚のシートのうちの一枚分に対応している．

Example: Free massless scalar

d + 1 次元平坦時空上の無質量自由スカラー場の EE を考える [33]．この理論の分配関数は
形式的に Z = [det (−∇2)]

−1/2 と書くことができ，次のような運動量空間の積分によって与
えられる．

logZ = −1

2
log

[∏
k

k⃗2

]
= −Vd+1

∫
dd+1k

2(2π)d+1
log
(
k⃗2
)

(2.18)
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ここで Vd+1 は時空の体積である．さらに log
(
k⃗2
)
は次のように書き直せる．

log
(
k⃗2
)
=

∫ k⃗2

1

dκ

∫ ∞

0

ds e−sκ = −
∫ ∞

0

ds

s

[
e−sk2 − e−s

]
→ −

∫ ∞

0

ds

s
e−sk2 (2.19)

分配関数の対数を評価する際に定数項は無関係であるので最後に無視した．すると，d 次元
球面の面積が 2π(d+1)/2/Γ((d+ 1)/2) であることに注意して運動量積分を実行すると∫

dd+1k

2(2π)d+1
log
(
k⃗2
)
=

∫ ∞

0

ds

s(4π)
d+1
2 Γ(d+1

2
)

∫ ∞

0

dk kde−sk2 → −
∫ ∞

ϵ

ds

s
(4s)−

d+1
2 (2.20)

ここで s ∼ 0 のとき運動量積分の紫外発散があるので紫外カットオフ ϵ を導入した．した
がって，分配関数 (2.18) は次のように書ける．

logZ = Vd+1

∫ ∞

ϵ

ds

s
(4s)−

d+1
2 (2.21)

次に，d+1次元時空が C×Rd−1のように複素平面 Cとそれ以外の d−1次元 Euclid空間の
直積となっているとし，複素平面上の複素座標系 z において，部分系を A = {z|Re{z} > 0}×
Rd−1 とする．このとき，N を正整数として q = 1/N の場合のレプリカ多様体は角度 θN :=

2π/N の扇形の領域と Rd−1との直積で，この空間上の理論は角度 θN の回転変換 g : z → eiθN z

に対して不変である．対応するレプリカ分配関数 ZA(1/N) はもともとの分配関数 (2.18) の
積分測度をこの対称性で割ることで得られる．

logZA(1/N) = −Vd−1

∫
dd−1k

2(2π)d−1
log
(
k⃗2
)N−1∑

j=0

Tr

(
gj

N

)
(2.22)

ここで，Tr(gj ̸=0) に関する部分は次のように計算できる．

Tr(gj) =

∫
d2k 〈k⃗|gj |⃗k〉 =

∫
d2k δ2(k⃗ − gj k⃗) =

1

4 sin2 (πj/N)
(2.23)

N−1∑
j=1

1

4 sin2 (πj/N)
=
N2 − 1

12
(2.24)

デルタ関数に関する積分を実行する際には複素座標を用いると良い．したがって，式 (2.21)

を参考にしてレプリカ分配関数は次のようになる．

logZA(1/N) =
1

N
logZ − N2 − 1

12N
Vd−1

∫ ∞

ϵ

ds

s
(4s)−

d−1
2 (2.25)

特に，d = 1 のとき，Vd−1 に代わる赤外カットオフスケールを Λ として ERE (2.17) は次の
ように求まる．

SA(1/N) =
N

N − 1

(
logZA(1/N)− 1

N
logZ

)
=
N + 1

12
log

Λ

ϵ
(2.26)
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このようにしてレプリカ多様体や ERE が求まった．ここで重要なことはレプリカ分配関数
の対数 logZA(q) が q logZ に等しい項とデルタ関数による特異的な項の和によって与えら
れているということである．特に，後者のデルタ関数は部分系の端点 ∂A で発散する．した
がって，ERE は後者の寄与だけで決まり，面積則に従う．
レプリカ分配関数を評価する際に現れたデルタ関数的特異性はレプリカ多様体が部分系

の境界 ∂A に欠損角をもつ特異な多様体であることを示している．この性質をより詳しく見
るためには式 (2.26) をスケール変換するとよい．多様体M 上の計量テンソル，その行列式
およびその Ricci スカラーを gµν , g および R とし，レプリカ多様体M(q) 上の対応する量
は引数 (q) を書くことで区別する．すると，EREに対するスケール変換は次のようになる．

ℓ
∂

∂ℓ
S(q) =

2

1− q

(∫
M(q)

d2x g(q)µν
δ

δg(q)µν
logZ(q)− q

∫
M
d2x gµν

δ

δgµν
logZ

)
= − 1

2π(1− q)

(∫
M(q)

d2x
√

|g(q)| 〈T (q)〉 − q

∫
M
d2x

√
|g| 〈T 〉

)
=

1

24π(1− q)

(∫
M(q)

d2x
√

|g(q)|R(q)− q

∫
M
d2x

√
|g|R

)
(2.27)

ここで，無質量自由スカラー場を扱っていたことから理論が共形対称性を持つので，式 (B.61)

において中心電荷が 1 であることとエネルギー運動量テンソルの定義 (B.58) を用いた．ま
た，ℓ は系のスケールで，先程の例 (2.26) の場合，ℓ = Λ/ϵ である．レプリカ多様体の構成
方法を元に，この式と式 (2.26) との比較からレプリカ多様体上の Ricci スカラーは次のよう
なデルタ関数によって与えられると考えられる．

R(q) = 2π

(
N − 1

N

)
δ2(x⃗) = −2π

(
q − 1

q

)
δ2(x⃗) (2.28)

となることが分かる．したがって，式 (A.19) から ∂A = (0, 0) に欠損角の大きさが ∆ϕ =

π(q − 1/q) の円錐特異点が存在するとみなせる．これはこの後すぐに議論するツイスト演算
子の共形ウェイトと密接に関わっている．

Replica field theory

一般に，場の理論における経路積分を実行することは困難である．先程の例では，自由場を
扱ったため分配関数 Z を簡単に評価できただけでなく，部分系 A の形が単純であったおか
げでレプリカ分配関数 ZA(q) さえも解析的に評価できたことに注意すべきである．レプリカ
多様体上の経路積分を扱う代わりにレプリカ場理論を扱えば，もとの多様体M 上での演算
子形式によってレプリカ分配関数を評価することができる．レプリカ多様体は q 枚の多様体
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M を適切に連結することで得られたが，レプリカ場理論はもとの多様体M 上で q 個の独
立な場をツイスト演算子 Tq, T̃q によってレプリカ多様体の構造と整合的になるようにつなげ
たものである．例えば，部分系が [u1, v1] ∪ [u2, v2] ∪ · · · のような複数の区間からなる場合，
レプリカ場理論におけるレプリカ分配関数は次のツイスト演算子の相関関数によって与えら
れる．

ZA(q) =

∫
M

Dϕ1 · · · Dϕq e
−

∑
i S[ϕi(t,x⃗)]Tq(u1)T̃q(v1)Tq(u2)T̃q(v2) · · · (2.29)

この経路積分において Tq(u1) のみを左回りに回る経路では場の添字が +1 され，T̃q(v1) のみ
を左回りに回る経路では場の添字が −1 される．これから Tq(u1), T̃q(v1) の両方を一回ずつ
左回りに回る経路では場の添字は変わらない．この経路積分はツイスト演算子の多点関数を
表しているので，レプリカ場理論においてレプリカ分配関数はツイスト演算子の多点相関関
数である．

ZA(q) =
〈
Tq(u1)T̃q(v1)Tq(u2)T̃q(v2) · · ·

〉
M

(2.30)

ここで 〈· · ·〉M は多様体M 上に定義された場の理論における真空期待値を表す．
最後に，レプリカ多様体上の物理量とレプリカ場理論での物理量の関係を述べておく．q > 1

のとき，レプリカ多様体MA(q) は適当な離散群 Σ によって ∂A を除きMA(q)/Σ ∼= M と
なるように作られている．直感的にはMA(q)/Σ はレプリカ多様体を構成する q 枚のシート
のうちの一枚分に対応している．逆に先程の例では q < 1 で，もとの多様体が R2 で，レプ
リカ多様体は R2/ZN となっている．そこで，レプリカ多様体上の場 O(w) の期待値とレプ
リカ場理論での対応する場の期待値には次の関係がある．〈

O(w)Tq(u1)T̃q(v1) · · ·
〉
M〈

Tq(u1)T̃q(v1) · · ·
〉
M

= q 〈O(w)〉MA(q)/Σ (2.31)

ここで，MA(q)/Σ ∼= M なので，これらには自然な同一視によって同じ座標系を用いること
ができる．

2.2 Entanglement entropy in semi-classical limit

前節では EREが式 (2.17) のようにレプリカ分配関数によって表現されることを見た．本節
では [27] に基づいて半古典極限における EREの取り扱いに関する注意を述べる．ここでの
半古典極限とは，理論の適当なパラメタの極限をとることで，その分配関数の経路積分を鞍
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点近似によって表現することをいう．例えば，SU(N) ゲージ理論において有限の大きな N

を扱う large N 極限や二次元共形場理論における有限の大きな中心電荷 c を扱う large c 極
限などである．このとき，分配関数を与える経路積分はその被積分関数の鞍点の値で代表す
ることができる．例えば，半古典極限に関するパラメタを s として，s が大きいときの分配
関数 Z を鞍点近似によって表現すると次のようになる．

Z =

∫
M

Dϕ exp [−S[ϕ]] = exp
[
−sI +O(s0)

]
(2.32)

ここで，sI は運動方程式の解を代入した古典作用で，鞍点が一意に定まるとした．本来は，
積分測度に由来する定数倍の因子があるので Z ∝ exp [−sI +O(s0)] とすべきであるが，本
論文では分配関数の比にしか興味がないのでこの因子を無視しても構わない．従来の半古典
極限における ERE の評価においては，レプリカ分配関数の鞍点の主要項が (q − 1)s に比例
するため，鞍点近似が有効であるためには (q− 1)s が十分大きな値である必要があると考え
られている [23]．その結果，レプリカ理論の経路積分に複数の鞍点が存在する場合，EE に
関してそのうち最小のものだけが寄与すると考えられている [21, 22]．本節では，s が有限で
ある限り q → 1 極限において，この取り扱いが密度演算子の規格化条件と矛盾することを示
し，複数の鞍点が存在する場合の適切な処方箋について述べる．
ここでは簡単のため，元の理論では運動方程式の解が一意に決まり，鞍点が一つだけ存在

することを仮定する．一方で，レプリカ分配関数に関しては，鞍点が n 個存在する場合を考
え，対応する古典作用を sIA,i(q), (i = 1, · · · , n) とする．このとき，半古典極限においてレ
プリカ分配関数は次のようになる．

ZA(q) =
n∑

i=1

pi exp
[
−s IA,i(q) +O(s0)

]
(2.33)

ここで，pi は適当な定数である．ここで，密度演算子の規格化条件 TrA(ρA) = 1 およびレプ
リカ分配関数の定義 (2.15) および (2.16) から次が成り立つ．

lim
n→1

n∑
i=1

pi exp [qsI − sIA,i(q)] = 1 (2.34)

レプリカ多様体およびレプリカ場理論の構成方法，ならびに式 (2.26)の EREを与える前節の
例を思い出すと，一般に，レプリカ分配関数の古典作用は q ∼ 1において IA,i(q) = qI+O(q−1)

のように振る舞うことが予想される．少なくとも q → 1 において IA,i(q → 1) = I でないと，
SA(q → 1) の極限が存在しなくなってしまう．したがって，式 (2.34) から

n∑
i=1

pi = 1 (2.35)
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となる．ここで q → 1 において鞍点同士が近づいてしまい，区別できなくなる可能性があ
ることに注意すべきである．その一方で，q → 1 においてこれらの鞍点の値はいくらでも
近くなるが，それぞれの古典解の振る舞いが明確に異なる場合，経路積分としてはこれらの
鞍点は区別されるべきであることにも注意すべきである．ここでは後者のように，鞍点同士
が経路積分において常に区別されていることを仮定する．改めて，レプリカ分配関数に対す
る古典作用を IA,i(q) = qI + bA,i(q), limq→1 bA,i(q) = 0 と表現すると，半古典極限において
ERE (2.17) は次のようになる．

SA(q) =
1

1− q

(
log

n∑
i=1

pi exp [−sbA,i(q)]

)
(2.36)

この括弧内の項は (q− 1)sに比例するが，これは logZA(q) と q logZ のそれぞれの主要項で
ある qsI がキャンセルした結果として式 (2.36) が導かれたことに注意しなければならない．
s が十分大きければ，O((q− 1)s) の項の大きさと無関係に鞍点近似が有効である．したがっ
て，s が有限である限り，十分 1 に近い q をとれば ERE は次のように与えられる．

SA(q ∼ 1) ∼ 1

1− q
log

n∑
i=1

pi (1− sbA,i(q)) ∼
1

1− q

[
log

n∑
i=1

pi − s
n∑

i=1

pibA,i(q)∑n
i=1 pi

]
. (2.37)

規格化条件 (2.35) から EE はすべての鞍点の (q − 1)s に比例する項の和として表現される．

SA = lim
q→1

SA(q) = lim
q→1

s
n∑

i=1

pi bA,i(q)

q − 1
(2.38)

このように，EE がすべての鞍点の和として与えられたことは次の二つの理由による．一つ
目の理由は，半古典極限において logZA(q) と q logZ の主要項がちょうどキャンセルしたこ
とである．二つ目の理由は，有限の s に対して q → 1 極限を取った結果，各鞍点に対応する
指数関数の肩が 0 に漸近したからである．したがって，これは半古典極限における EE に特
有の現象であり，通常の系における自由エネルギーなどに対しては最小値をとる鞍点のみが
寄与することを注意しておく．
ここで鞍点が複数存在する場合の系の量子状態に着目する．鞍点が n個存在する場合，レ

プリカ場理論の量子状態としては n 個のほとんど互いに直交する状態が存在することが自然
である．したがって，その量子状態が次のように表現できると仮定する．

|Ω〉 =
n∑

i=1

ri|Ωi〉, 〈Ωi|Ωj〉 ∼ 0, i 6= j (2.39)
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ここで，|Ωi〉 は各鞍点に対応する状態である．すると，レプリカ分配関数を次のように書く
ことができる．

ZA(q) =
n∑

i=1

|ri|2ZA,i(q) (2.40)

ここで，ZA(q) = 〈Ω|Ω〉, ZA,i(q) = 〈Ωi|Ωi〉である．この式と式 (2.33)と比較すると，pi = |ri|2

とみなせる．すなわち，pi は各古典状態 |Ωi〉 に対する確率振幅の大きさの二乗であり，ERE

は各状態のもつ ERE を重み pi で足し上げたものになる．ここで pi の大きさはそれぞれの
物理系の詳細に依存する．例えば，特定の pi が非常に小さいために対応する鞍点から ERE

への寄与が消失する場合や，時間依存する系では pi も時間依存性をもつと考えられる．3.3

節では，Liouville CFT における二区間系の ERE を評価する．この系では二つの鞍点が存在
し，系の対称性から重み pi は等しい値となることを見る．
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Chapter 3

Entanglement entropy in CFT1+1

この章では二次元の共形場理論 (CFT)におけるエンタングルメントエントロピー (EE)につ
いて基本的な解析を行う．まず，部分系が一区間系の場合には，理論によらず共形対称性か
ら EE が完全に決定されることを見る．次に，二区間系の場合には EE が理論の詳細に依存
することを見たあと，large c 極限にある Liouville CFT における二区間系の EE を与える．
二次元共形場理論の手法などは付録 B にまとめた．

3.1 Replica trick in CFT1+1

二次元共形場理論では共形対称性が強力なので演算子形式を用いて解析すると都合が良い．
Riemann 球面M = C ∪ {∞} 上で N 区間からなる部分系 A = [u1, v1] ∪ · · · ∪ [uN , vN ] を考
える．中心電荷が c の CFT に対し，そのプライマリーなツイスト演算子の正則部分を Tq, T̃q

とすると，これらの共形ウェイトは両方とも c(q2 − 1)/(24q) であることが後からわかる．こ
こではそれらを hq と書くことにし，T (z) をエネルギー運動量テンソルの正則成分とすると
式 (B.76) から次が成り立つ．〈

T (z)
N∏
i=1

Tq(ui)T̃q(vi)

〉
M

=
N∑
j=1

[
hq

(z − zj)2
+

1

z − zj

∂

∂zj

]〈 N∏
i=1

Tq(ui)T̃q(vi)

〉
M

(3.1)

さらに，czi = −∂zi log
〈∏N

i=1 Tq(ui)T̃q(vi)
〉
M
として，式 (2.31) を用いると次の関係が得ら

れる．

q 〈T (z)〉MA(q)/Σ =
N∑
i=1

[
hi

(z − zi)2
− czi
z − zi

]
(3.2)
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したがって，レプリカ多様体上のエネルギー運動量テンソルの具体系が分かれば，czi およびツ
イスト演算子の 2N 点相関関数

〈∏N
i=1 Tq(ui)T̃q(vi)

〉
M
が得られ，EREも得られる．あるいは，

共形場理論におけるエネルギー運動量テンソルの変換則 (B.69) によると，多様体MA(q)/Σ

から Riemann 球面M への共形変換 w(z) : MA(q)/Σ → M が得られれば，式 (3.2) の左辺
がわかるので，そのような共形変換を探しても良い．すると，共形変換 w(z) は次の三階の
非線形微分方程式を満たすことになる．

qc

12

[
w′′′(z)

w′′(z)
− 3

2

(
w′′(z)

w′(z)

)2
]
=

N∑
i=1

(
hq

(z − zi)2
− czi
z − zi

)
(3.3)

この方程式の形式解は次のように与えられることが，付録 A.3 にまとめた Schwarz 微分の
性質を使うと分かる．

w(z) =
αΨ1(z) + βΨ2(z)

γΨ1(z) + δΨ2(z)
, αδ − βγ = 1, (3.4)

ここで Ψ1(z),Ψ2(z) は次の二階の線形微分方程式の独立解である．

d2

dz2
Ψ(z) +

6

qc

N∑
i=1

(
hq

(z − zi)2
− czi
z − zi

)
Ψ(z) = 0 (3.5)

一般に，ERE はツイスト演算子の多点相関関数で表された．二次元 CFT では，ERE はレ
プリカ多様体上のエネルギー運動量テンソルの期待値 〈T (z)〉MA(q)/Σ から求めることができ，
これはMA(q)/Σ からもとの多様体への共形変換 w(z) もしくは線形微分方程式 (3.5) の解
から与えることができる．図 3.1 は二区間系の場合のこれらの概念をまとめた模式図である．
部分系が二区間以上の場合，すなわち四点以上の相関関数は共形対称性だけで決定されない
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MA(q)/⌃

Figure 3.1: q = 3 のときの二区間系の ERE に対するレプリカ多様体MA(q)，ツイスト演
算子 Tq, T̃q, 共形変換 w(z) の関係．

ことに注意すべきである．このような多点相関関数は CFT の詳細に依存するため，これら
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の評価を行う場合にはなんらかの付加的条件が必要である．3.3 節で large c 極限の Liouville

CFT の ERE を評価する際には，式 (3.5) の解がレプリカ多様体上の一点相関関数として振
る舞うという条件から二区間系の場合において czi と ERE を決定する．

3.2 Entanglement entropy for general CFT

一般の CFT について，前節までの手法を Riemann 球面上の一区間系および二区間系に適
用する．

One interval on Riemann sphere

Riemann球面M = C ∪ {∞} 上に定義された中心電荷 c をもつ CFT を考える．部分系 A

を t = 0, x ∈ [u, v] とし，そのレプリカ多様体MA(q) を考える．レプリカ多様体上の複素
座標を z とすると，このレプリカ多様体は次の 2つの共形変換 z → ζ → w によって一枚の
Riemann 球面に一致させることができる．

w = ζ
1
q , ζ =

z − u

z − v
(3.6)

まず大域的共形変換 z → ζ によって区間 z ∈ [u, v] が区間 ζ ∈ [0,∞] に写され，局所的共形
変換 ζ → w によって q 枚の Riemann 球面が一枚の Riemann 球面に写される．エネルギー
運動量テンソルの正則部分 T (w) の共形変換に対する変換則 (B.69) と 〈T (z)〉M = 0 からレ
プリカ多様体MA(q) 上でのエネルギー運動量テンソルの期待値が次のように求まる．

〈T (z)〉MA(q)/Σ =
c

24
(1− q−2)

(v − u)2

(z − u)2(z − v)2
(3.7)

ツイスト演算子の正則部分の二点相関関数は式 (B.45) で与えられ，共形ウェイトとスケーリ
ング次元の関係 (B.56) に注意して，反正則部分も含めるとツイスト演算子の二点相関関数
は次のように決まる． 〈

Tq(u, ū)T̃q(v, v̄)
〉
M

∝ 1

|u− v|4hq
(3.8)

この二点相関関数が非自明な値をもつためには Tq と T̃q のそれぞれの共形ウェイトが等しく
なる必要があるが，これは既に仮定していた．さらに，正則部分に関する式 (3.2) から次の
関係が導ける．

c

24

(
q − 1

q

)
(v − u)2

(z − u)2(w − v)2
=

hq
(z − u)2

+
hq

(z − v)2
− 2hq

(z − u)(z − v)
(3.9)
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この式の両辺の係数比較から hq = c(q2 − 1)/(24q) となる．したがって，二点相関関数 (3.8)

の比例定数を紫外カットオフスケールと対応するように選ぶと

TrA(ρ
q
A ) =

(
|v − u|
ϵ

)− c
6(q−

1
q )

(3.10)

となる．これにより ERE SA(n) が求まる．

SA(q) =
c(q + 1)

6q
log

|v − u|
ϵ

(3.11)

一区間系の場合，レプリカ多様体 MA(q) を Riemann 球面へと変換する共形変換 w(z) が
式 (3.6) によって与えられたため ERE がすぐに求まった．
以上の解析ではこの ERE を与える際に共形変換を式 (3.6) のように仮定した．そこで次

はこの仮定に頼らず，よりストイックな方法でこの ERE および対応する共形変換を求める．
式 (3.5) において N = 1 とすると次の式を得る．

d2

dz2
Ψ(z) +

6hq
qc

[
1

(z − u)2
+

1

(z − v)2
− 2

(z − u)(z − v)

]
Ψ(z) = 0 (3.12)

ここで，式 (3.8) から cu = −cv = 2hq(u − v) であることを使った．この二つの線形独立な
解は次のように書ける．

Ψ1(w) = (z − u)
1
2

(
1+

√
1− 24hq

qc

)
(z − v)

1
2

(
1−

√
1− 24hq

qc

)
, (3.13)

Ψ2(w) = (z − u)
1
2

(
1−

√
1− 24hq

qc

)
(z − v)

1
2

(
1+

√
1− 24hq

qc

)
(3.14)

したがって，レプリカ多様体から Riemann 球面への共形変換の一般系は次のようになる．

w(z) =
α(z − u)

√
1− 24hq

qc + β(z − v)

√
1− 24hq

qc

γ(z − u)

√
1− 24hq

qc + δ(z − v)

√
1− 24hq

qc

, αδ − βγ = 1 (3.15)

レプリカ多様体は q 枚の Riemann 球面からなることを思い出すと，この共形変換は z = u

もしくは z = v の近傍で q 価となるべきである．この条件から共系ウェイト hq が改めて決
まる． √

1− 24hq
qc

= ±1

q
=⇒ hq =

c

24

(
q − 1

q

)
(3.16)

したがって，式 (3.15) で α = δ = 1, β = γ = 0 とすると，共形変換 (3.6) を再現する．
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Riemann 球面M = C∪ {∞} 上の一区間系の例をもとに，空間方向にのみ周期性をもつ
シリンダーの場合と時間方向にのみ周期性をもつシリンダーの場合で一区間系の ERE をす
ぐに計算できる．まず，次の共形変換を考える．

z = tan

(
πz′

C

)
(3.17)

このとき z を Riemann 球面M = C ∪ {∞} 上の座標とみなすと， z′ は空間方向の周期が
C のシリンダー R× S1 全体を覆う座標と見なせる．このとき TrA(ρ

q
A ) はプライマリー演算

子の変換則から
〈
Tq(u)T̃q(v)

〉
R×S1

=

[
C

π
cos
(πu
C

)
cos
(πv
C

)]− c
6
(q− 1

q
) 〈

Tq(u
′)T̃q(v

′)
〉
M

=

[
C

πϵ
sin

(
πl

C

)]− c
6
(1− 1

q
)

(3.18)

となる．ここで ϵ は以前の紫外カットオフを適当にスケールしたものである．したがって
ERE は次のようになる．

SA(q) =
c(q + 1)

6q
log

[
C

πϵ
sin

(
πl

C

)]
(3.19)

次に，共形変換 z = exp
(

2π
β
z′
)
は，Riemann 球面M = C ∪ {∞} 上の座標 z を，時間方向

の周期が β のシリンダー S1 ×R 上の座標 z′ へと写す．同様の計算から ERE は次のように
なる．

SA(q) =
c(q + 1)

6q
log

[
β

πϵ
sinh

(
πl

β

)]
(3.20)

4.2 節では，これらの ERE が対応する重力系で笠-高柳予想によって与えられることを見る．
これらの例を元に，空間方向と時間方向とも周期的なトーラス上の場合を扱いたくなるが，
一枚の Riemann 球面をトーラスに写す共形変換は存在しない．また，トーラス上の一区間
系の ERE は単純でなく理論の詳細に依ることからもこの事実は理解できる．

Two disjoint intervals on Riemann sphere

二区間系 A が t = 0, x ∈ [z1, z2] ∪ [z3, z4] の場合でも単純には一区間系の場合と同様の共形
変換によってレプリカ多様体を一枚の Riemann 球面に変換すれば良い．具体的な計算を行
う前に，二区間系の ERE はツイスト演算子の四点相関関数によって与えられるので，大域
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的共形対称性を用いて問題をできるだけ単純化しておく．次の大域的共形変換による座標変
換を考える．

z′ =
z3 − z4
z3 − z1

z − z1
z − z4

, (3.21)

この変換は x := (z4 − z3)(z2 − z1)(z4 − z2)
−1(z3 − z1)

−1 として，部分系の端点の座標を
(z1, z2, z3, z4) → (0, x, 1,∞) のように移す．式 (A.21) から，Schwartz 微分は大域的共形変換
に対して不変なので，二区間系としてはじめから (u1, v1, u2, v2) = (0, x, 1,∞) の場合を考え
ても一般性を損なわない．四点相関関数は式 (B.49) および式 (B.77) から次の関係を満たす．

〈Tq(z1)T̃q(z2)Tq(z3)T̃q(z4)〉M = (z3 − z1)
−2hq(z4 − z2)

−2hq G1234(x) (3.22)∑
i

ci = 0,
∑
i

cizi = 4hq,
∑
i

ciz
2
i = 2hq

∑
i

zi (3.23)

すると，式 (3.5) は次のようになる．
d2

dz2
Ψ(z) +

6hq
qc
Q(q, z)Ψ(z) = 0, (3.24)

Q(q, z) =
1

z2
+

1

(z − x)2
+

1

(z − 1)2
+ 2

(
1

z
− 1

z − 1

)
+

2a(q, x)

z(z − x)(z − 1)
, (3.25)

2hq a(q, x)

x(1− x)
= −∂x logG1234(x) (3.26)

また，共形変換 w(z) を与える問題としては次の式を満たすものを探すことになる．

w′′′(z)

w′′(z)
− 3

2

(
w′′(z)

w′(z)

)2

=
12hq
qc

Q(q, z) (3.27)

修正以前の [19] では，次の共形変換が求めるものであると考えられていた．

w = ζ
1
n , ζ =

(z − u1)(z − u2)

(z − v1)(z − v2)
(3.28)

式 (3.27)の左辺は 12T (z)/cで，(z1, z2, z3, z4) = (0, x, 1,∞)のとき，それは次のようになる．
12

c
T (z) =

q2 − 1

2qz2
+

q2 − 1

2q(z − x)2
+

q2 − 1

2q(z − 1)2
+

(q2 − 1)(1− x)

qxz

+
(q2 − 1)x

q(x− 1)(z − 1)
+

(q2 − 1)(1− 2x)

q(x− 1)x(z − x)
+

6qx(1− x)

(z2 − 2xz + x)2
(3.29)

エネルギー運動量テンソルを含む相関関数の極の位置は式 (3.25) から z = 0, x, 1,∞ にのみ
存在する．しかし，上式の最後の項は z = x±

√
x(x− 1) に極をもつ．したがって，共形変

換 (3.28) は二区間系に対するレプリカ多様体を Riemann 球面に移す共形変換ではないとい
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う指摘が [34] によってなされ，[19] の多区間系に関する結果が修正されることとなった．四
点以上の相関関数は各 CFT の詳細に依るので，レプリカ多様体を Riemann 球面に移す共
形変換も理論に依存する．実際に，いくつかの自由場の CFT においては ERE の解析的な
表式が与えられており，それらは理論の詳細に依る．このような観点からも，そのような共
形変換が式 (3.28) のような普遍的な形で与えられないことが理解できる．次の 3.3 節では
Liouville CFT において二区間系の ERE を与える．
次の節に進む前に，式 (3.29) で q → 0 とした場合を考えると面白い．それは次のように

なる．

lim
q→0

12q

c
T (z) = − 1

2z2
− 1

2(z − x)2
− 1

2(z − 1)2
− 1

z
+

1

z − 1
− 1− 2x

z(z − x)(z − 1)

= lim
q→0

12hq
c

Q(q, x) (3.30)

したがって，q → 0 においては変換 (3.28) は理論の詳細に依らない求めるべき共形変換と
なっている可能性がある．少なくとも Liouville CFT の場合にはこれが実際に求めるべき共
形変換となっていることを 3.3 節で確認する．

3.3 Entanglement Renyi entropy in large c Liouville

CFT

Riemann 球面M = C ∪ {∞} 上の large c Liouville CFT において二区間系の ERE を [27]

に基づいて与える．まず，式 (3.5) 中の Ψ(z) がレプリカ多様体上の一点相関関数として振る
舞うことを確認する．特定の演算子を含む多点相関関数は式 (3.1) のような微分方程式に従
うことがある．ψχ(z) を特異ベクトルに対応する演算子とすると，この演算子を含む多点相
関関数は BPZ 方程式と呼ばれる微分方程式に従う．ここでは ψχ(z) を Liouville CFT にお
いて軽い方のレベル 2 の特異ベクトルに対応する演算子とする．我々は q-レプリカ Liouville

CFT を扱っているので，その中心電荷は q 倍される．したがって，特異ベクトルの共系ウェ
イトは式 (B.95) から hχ =

(
5− qc+

√
(qc− 1)(qc− 25)

)
/16 となる．すると，ツイスト演

算子を四つ含む BPZ 方程式 (B.98) は次のようになる．[
3∂2z

2(2hχ + 1)
−

4∑
i=1

(
hq

(z − zi)2
+

∂zi
z − zi

)]
〈ψχ(z)Tq(z1)T̃q(z2)Tq(z3)T̃q(z4)〉M = 0 (3.31)

Large c 極限においてこの BPZ 方程式は簡単化される．ツイスト演算子は共形ウェイトが
hq = c(q2 − 1)/(24q) の重いプライマリー演算子である一方，ψχ(z) は軽いプライマリー場な
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ので鞍点の構造を変化させず，これを含む五点相関関数は一点相関関数 Ψχ(z) とツイスト演
算子の四点相関関数に分離する．

Ψχ(z) =
〈ψχ(z)Tq(0)T̃q(x)Tq(1)T̃q(∞)〉M

〈Tq(0)T̃q(x)Tq(1)T̃q(∞)〉M
(3.32)

∴ 〈ψχ(z)Tq(0)T̃q(x)Tq(1)T̃q(∞)〉M = Ψχ(z)
∑
i

pi e
−IA,i(q,x) (3.33)

ここで部分系を (z1, z2, z3, z4) = (0, x, 1,∞) とした．さらに，hχ = −1/2− 9/(2qc) +O(c−2)

に注意すると，一点相関関数 Ψχ(z) は次の微分方程式に従う．

d2

dz2
Ψχ(z) +

q2 − 1

4q2
Q(q, z)Ψχ(z) = 0, (3.34)

Q(q, z) =
1

z2
+

1

(z − x)2
+

1

(z − 1)2
+ 2

(
1

z
− 1

z − 1

)
+

2a(q, x)

z(z − x)(z − 1)
, (3.35)

a(q, x) = − 12q

c(q2 − 1)
x(1− x)∂x logG1234(x) (3.36)

したがって，Ψχ(z) は式 (3.24) と同じ方程式を満たすことがわかる．しかし，いまの場合，
Ψχ(z) はレプリカ多様体上の一点相関関数として振る舞うという条件から a(q, x) を決定す
ることができる．これ以降，a(q, x) を ERE の微分と呼ぶことにする．

WKB analysis for q ∼ 0

まず，練習問題として，q ∼ 0で qcが十分大きい場合を考える．この極限においては式 (3.34)

をWKB法によって解析することができる．そのWKB解の主要項は次のように与えられる．

Ψχ(z) =
1

Q(q, z)1/4
exp

[
± 1

2q

∫ z√
Q(q, ζ)dζ

]
(3.37)

このように Ψχ(z) の積分表示が得られ，その大域的な振る舞いは
√
Q(q, z) の留数によって

決定される．
√
Q(q, z) は次のように書き直せる．

√
Q(q, z) =

√
z4 − 2z3 + 2z2 − 2xz + x2 + 2a(q, x)z(z − x)(z − 1)

z(z − x)(z − 1)
(3.38)

この表示によると z = 0, x, 1 における
√
Q(q, z) の留数は a(q, x) によらず ±1 のどちらかの

値をとり，a(q, x) はこれらの相対符号のみを決める．Ψχ(z) が図 3.1 の左側のようなレプリ
カ多様体上の一点相関関数であるという条件から，

√
Q(q, z) が有理関数になり，分岐切断を

もってはいけないことがわかる．もし
√
Q(q, z) が分岐切断を持てば，Ψχ(z) をその分岐切

断を超えて解析接続したときの振る舞いがレプリカ多様体の構造と矛盾する．この観点から，
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Res
√
Q(q, z = 0) = −Res

√
Q(q, z = x) = Res

√
Q(q, z = 1) となるべきである．この条件か

ら ERE の微分は a(q, x) = 1− 2x となり，反正則成分も同様の値を持つので，
√
Q(q, z) お

よび ERE は次のように決まる．√
Q(q ∼ 0, z) = ±

(
1

z
− 1

z − x
+

1

z − 1

)
, (3.39)

SA(q ∼ 0) = lim
q→0

4hq
q − 1

∫
1− 2x

x(1− x)
dx =

c

6q
log

x(1− x)

ϵ2
(3.40)

対応する共形変換は w(z) = z
1
q (z − x)−

1
q (z − 1)

1
q としてよく，これは素朴に仮定された共

形変換 (3.28) となっている．これは，q ∼ 0 において元の理論の鞍点よりもツイスト演算子
が q-分配関数の鞍点を支配的に決定するであろうことから理解できる．有限の q に対しては
WKB 法の高次項まで含めればエネルギー運動量テンソルの余分な極 z2 − 2xz + x = 0 を除
去できるかもしれない．
ここで注意として，a(q, x) = ±1 のときにも

√
Q(q, z) は次のような有理関数となる．

a(q, x) = 1 ⇐⇒
√
Q(q, z) = ±

(
1

z
− 1

z − x
− 1

z − 1

)
, (3.41)

a(q, x) = −1 ⇐⇒
√
Q(q, z) = ±

(
1

z
+

1

z − x
− 1

z − 1

)
. (3.42)

留数の相対符号から各 a(q, x) は次のツイスト演算子の四点相関関数に対応していると見な
せる．

a(q, x) = 1 ⇐⇒ 〈Tq(z1)T̃q(z2)T̃q(z3)Tq(z4)〉M, (3.43)

a(q, x) = −1 ⇐⇒ 〈Tq(z1)Tq(z2)T̃q(z3)T̃q(z4)〉M (3.44)

以上の解析は 各四点相関関数と各レプリカ多様体の幾何学との対応関係を明確に表してい
る．この例では，各 a(q, x) と各レプリカ多様体の間の一対一に対応する．しかし，一般的な
q では一つのレプリカ多様体に対して複数の鞍点が得られることになる．

Numerical approach for q ∼ 1

次に，q ∼ 1 の ERE を数値計算によって与える．まず，Φ(z) = g(x)Ψχ(z), g(z) = z
q−1
2q (z −

x)
q+1
2q (z− 1)

q−1
2q によって各確定特異点における特性指数を調整すると，式 (3.34) は次のパラ
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メタをもつ Heun の微分方程式となる．
d2

dz2
Φ(z) +

(
γ

z
+

ϵ

z − x
+

δ

z − 1

)
d

dz
Φ(z) +

αβz − p

z(z − x)(z − 1)
Φ(z) = 0, (3.45)

α = 1, β = 1− 1

q
, γ = 1− 1

q
, δ = 1− 1

q
, ϵ = 1 +

1

q
, (3.46)

p =
q − 1

2q2
[1− 2x+ q − (q + 1)a(q, x)] (3.47)

Heun の微分方程式に関しては付録 A.4 にまとめた．この微分方程式の解である Heun 関数
の振る舞いは式 (A.46) の接続行列によって与えられ，この接続行列がレプリカ多様体の構
造と無矛盾であるという条件から ERE の微分 a(q, x) を決定する．Schottky 単一化を実現
するにはモノドロミー行列 (A.46) の一方が単位行列になれば良い [22, 35, 36]．
上の解析を行うと先行研究 [21, 22] と同じく ERE の微分として二つの候補 a(q, x) =

1− x,−x が得られる．その前に，ERE の微分 a(q, x) と式 (2.36) における bA,i(q) および pi

との対応関係を決定しておく．まず，二区間系 A は交差比 x によって特徴づけられるので，
ここでは bA,i(q) の代わりに bi(q, x) と書くことにする．2.2 節の最後にレプリカ場理論の量
子状態を考えたことを思い出すと，式 (3.26) および (2.40) から ERE の微分は次のように書
ける．

2hq
x(1− x)

a(q, x) = −p1∂xZA,1(q) + p2∂xZA,2(q)

ZA(q)
= −p1∂xe

−b1(q,x) + p2∂xe
−b2(q,x)

p1e−b1(q,x) + p2e−b2(q,x)
(3.48)

q ∼ 1 では式 (2.38) のように ERE が bi(q, x) を重み pi で足し上げたものになっているので，
少なくとも q ∼ 1 では a(q, x) = p1a1(q, x) + p2a2(q, x) となっていることが自然である．し
たがって，ai(q, x) と bi(q, x) の関係を次のように仮定する．

2hq
x(1− x)

ai(q, x) = − ∂xe
−bi(q,x)

p1e−b1(q,x) + p2e−b2(q,x)
∼ ∂xbi(q ∼ 1, x) (3.49)

反正則成分も同様の関係を仮定する．ERE の微分の候補 a(q ∼ 1, x) = 1− x, −x は量子状
態を特定せず，単に式 (3.34) から得られたことに注意すべきである．そこで次の関係を仮定
する．

p1a1(q ∼ 1, x) = 1− x, p2a2(q ∼ 1, x) = −x (3.50)

ここで得られたのは piai の組であって，pi および ai そのものではない．したがって，式 (2.36)

によって ERE を与えるには pi を特定する必要がある．付録 A.4 にまとめたように BPZ 方
程式を Heun の微分方程式の標準形に変形する際に，確定特異点の移動方法には不定性があ
り，一見異なるパラメタをもつ Heun の微分方程式でも等価な方程式になることがある．こ
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れによって四点相関関数は G1234(x) = G3214(1−x) という交差対称性を持つ．ERE を与える
四点相関関数の一番目と三番目の演算子は同じものなので G1234(x) = G3214(x) であるから，
G1234(x) = G1234(1− x) という関係が成り立つ．したがって，二区間系の ERE は x→ 1− x

という置き換えに対し不変なので，p1 = p2 = 1/2 と見なせる．以上で二区間系の ERE を与
えるための準備が整った．
先行研究 [21] によると，任意の q に対し，a(q, x ∼ 0) ∼ 1 もしくは a(q, x ∼ 1) ∼ −1

のように振る舞うことが知られている．そこで，a(q, x) の候補が二つだけのとき，前者を
p1a1(q, x) と呼ぶことにする．二つのモノドロミー行列の交換関係の全成分が同時にゼロにな
るという条件から p1a1(q, x)を数値的に与える事ができる．そのようにして得られた p1a1(q, x)

と ERE を図 3.2 に示した．(q − 1)c ∼ 0 のとき，ERE は c に線形に依存するので，図 3.2
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Figure 3.2: 左側: q = 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 のときの p1a1(q, x)．右側: 各 p1a1(q, x) に対応す
る ERE である．ここで，x = 1/2 において SA(q) = 1 となるように規格化しており，中心
電荷は形式的に c = 1 とし，紫外カットオフスケールを ϵ = 0.1 とした.

で形式的に c = 1 とした ERE も意味を持つ．q → 1 において p1a1(q → 1, x) → 1− x およ
び p2a2(q → 1, x) → −x と見なせるので，式 (2.38) から large c Liouville CFT における二
区間系の EE は次のようになる．

SA = lim
q→1

4hq
q − 1

∫
1− 2x

x(1− x)
dx =

c

3
log

x(1− x)

ϵ2
, (3.51)

ここで ϵ は紫外カットオフスケールである．これはコンパクト化された無質量ボゾンの EE

[32]と同じものであるので CFT の一般的な構造とは無矛盾であることが期待できる．q ∼ 1

でない ERE を与えるのは困難である．特に，q < 0.5 のとき，q の値が小さくなるにつれて
a1(q, x) の候補がいくらでも増え，数値計算が困難になる．その他にも各候補に対して pi を
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決定する必要がある．したがって，本論文ではそのような領域は扱わない．
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Chapter 4

Holographic entanglement entropy

ホログラフィックエンタングルメントエントロピー (HEE) とは，共形場理論 (CFT) の エン
タングルメントエントロピー (EE) を AdS/CFT 対応を用いて与えたものである．HEE を
与えると考えられている公式は笠-高柳予想として知られ，半古典極限において HEE は対応
する重力系の中の適当な曲面の面積として与えられる．本章では笠-高柳予想を紹介した後，
その問題点を指摘し，Riemann 球面上の二区間系およびトーラス上の一区間系に対してこの
予想に変わる HEE 公式を提案する．

4.1 Holographic entanglement Renyi entropy

一般にエンタングルメント Renyiエントロピー (ERE)はレプリカ分配関数によって式 (2.17)

のように表現される．AdS/CFT 対応 [1] によれば，CFT のレプリカ分配関数を扱う代わり
に，対応する重力理論の分配関数を用いることができる．このようにして双対な重力系で得
られた EE および ERE を HEE およびホログラフィックエンタングルメント Renyi エント
ロピー (HERE) と呼ぶ．対応する重力系の時空 BA(q)は漸近 AdS 時空であり，その AdS 境
界に CFT が定義されていると考えられている．この AdS 境界 ∂BA(q) は，CFT 側のレプ
リカ多様体MA(q) と同じ構造をもつ必要がある．具体的には，重力系の多様体の AdS 境界
と CFT 側の多様体が共形変換で結ばれていなければならない．ここで重要なことは，CFT

が定義された多様体MA(q) はレプリカ多様体であるが，対応する重力系の時空 BA(q) はレ
プリカ多様体でなくてよい．この意味は 4.2 節で改めて説明する．
これ以降，我々は二次元 CFT とそれと対応する三次元重力理論のみを取り扱う．する

と，2.1 節の無質量自由スカラー場の例からも理解できるように，CFT 側のレプリカ多様体
MA(q) は部分系の各端点に欠損角 ∆ϕ = π(q− 1/q) の円錐特異点を持つ．その他にも，微分
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方程式 (3.5)の各確定特異点近傍での解の振る舞いからもこのような円錐特異点が存在するこ
とがわかる．したがって，AdS 境界付近では部分系の各端点から張力が T = (q2 − 1)/(8qG)

の宇宙ひもが生えていると考えられる [37, 38]．より一般的には，部分系の一つの端点から
複数の宇宙ひもが生えていてもよく，その張力の合計が T = (q2 − 1)/(8qG) となっていれば
良い．ひとまず部分系の各端点から宇宙ひもが一本ずつ生えている場合のみを考える．
元の重力理論の作用が Einstein-Hilbert 作用 (C.17) によって次のように与えられている

とする．

I[g] =
1

16πG

∫
B
dx3

√
g
(
R− 2L−2

)
(4.1)

ここで L は AdS 半径で，B は Einstein 方程式の解となる時空である．すると，CFT 側の
レプリカ理論に双対な重力側の q-分配関数の各鞍点 IA,i[g] は次のように書ける．

IA,i[g] =
1

16πG

∫
BA,i(q)

dx3
√
g
(
R− 2L−2

)
=

q

16πG

∫
B
dx3

√
g
(
R− 2L−2

)
+
q2 − 1

8qG

∫
CA,i

dy
√
h (4.2)

ここで，BA,i(q) は宇宙ひもを含む Einstein 方程式の解となる時空で，宇宙ひも CA,i の上の
座標および誘導計量を y および hとし，宇宙ひもは AdS境界上の部分系 Aの端点から B の
内部に伸びている．Brown-Henneaux 公式 2c = 3L/G [39]によれば，large c極限は重力系に
おいて G が十分に小さい極限に対応するので，Einstein-Hilbert 作用を考えれば十分である．
この古典作用は赤外発散を取り除く必要があり，それによって得られる有効作用は Liouville

CFT の作用と等しいことをC.2 節にまとめた．AdS 境界上の計量テンソルはたしかに部分
系 A の各端点において欠損角 ∆ϕ = π(q − 1/q) を持つことがわかる．さらに，各古典作用
IA,i[g] のレプリカ分配関数への寄与の重みを pi とすると，式 (2.36) から HERE は次のよう
に書ける．

SA(q) =
1

1− q

(
log
∑
i

pi exp

[
−q

2 − 1

8qG

∫
CA,i

dy
√
h

])
(4.3)

q ∼ 1 のとき，宇宙ひもの張力が 0 に近くなり，時空を背景時空として見なせるようになる．
このとき，宇宙ひもの配位はその背景時空中の極小曲面となり，HEE は極小曲面の面積に
よって表される．

SA =
1

4G

∑
i

pi

∫
CA,i

dy
√
h (4.4)
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一見，式 (4.4) は HEE を一意に与えると考えるかもしれない．しかし，いまのところ時
空の内部構造，少なくとも各宇宙ひもの配位には依然として不定性が残っている．例えば，
さきほど注意したように部分系の一つの端点から複数の宇宙ひもが生えていてもよく，その
張力の合計が部分系の各端点で T = (q2 − 1)/(8qG) となっていれば良い．また，宇宙ひも
が時空の内部に終端を持つ可能性もあるかもしれない．これは CFT 側で ERE を決定する
際に，レプリカ多様体の局所的な振る舞いは簡単に決定されるが，大域的な振る舞いを解析
することは困難であったことと類似している．したがって，[40] でも指摘されているように
HEE を与えるためには重力系の古典解あるいは時空の大域的構造を詳細に決定する必要が
ある．この問題に関しては，笠-高柳予想について概観したあとで改めて述べることにする．

4.2 Ryu-Takayanagi conjecture

AdSd+1/CFTd において，笠-高柳予想は半古典極限における HEE を次のように与える．

SA =
Area of γA

4G
(4.5)

γA は笠-高柳曲面で，CFT 側の部分系 A が m 次元のとき，ホモロガスな m 次元曲面の中
で面積が最小のものである．ホモロガス条件とは ∂RA = γA ∪A となる m+ 1 次元空間 RA

が存在するというものである [11]．つまり，AdS3/CFT2 において笠-高柳予想は宇宙ひもの
大域的振る舞いをホモロガス条件と面積の最小性によって決定する．これらの条件の妥当性
は本節の最後に議論することにして，まず，Riemann 球面上の一区間系，二区間系，および
トーラス上の一区間系の HEE が笠-高柳予想によってどのように与えられるかを確認する．

Example: One interval

AdS3/CFT2 における一区間系に対して式 (4.5)を適用する．以下では，笠-高柳曲面は空間的
な 1次元多様体となるので笠-高柳曲線と呼ぶ．まず，Riemann球面上の CFTを考える．対応
する時空は三次元 AdS時空のうちの Poincaréパッチと呼ばれる部分で，例えば，座標系 (C.6)

によって張られる部分である．この座標系において部分系 A を r = L2/ϵ, t = 0, x ∈ [u, v]

としたとき，笠-高柳曲線は図 4.1 のようになっており，ホモロガス条件から笠-高柳曲線は
AdS 時空中で途切れることはなく，AdS 境界上の二点 x = u, v をつなぐ．すると，面積の
最小性から笠-高柳曲線 γA は式 (C.55) から次のようになり，

r(x) =
L2√

(v − u)2 + x2
(4.6)
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RA

Figure 4.1: Riemann球面上の一区間系 Aの HEEを与える笠-高柳曲線 γA は Poincaréパッ
チの t 一定面に存在する．ホモロガス条件: ∃RA s.t. ∂RA = γA ∪A によって，笠-高柳曲線
は AdS 時空中で途切れることはなく AdS 境界上の二点 x = u, v をつなぐ．

EE は式 (C.56) として次のように与えられる．

SA =
c

3
log

v − u

ϵ
(4.7)

これはたしかに CFT 側での式 (3.11) を再現する．
次に，CFT が空間的に周期的なシリンダー R × S 上にある場合，対応する時空はグ

ローバルな三次元 AdS 時空で，その線素は式 (C.15) によって与えられる．部分系 A を
r = LC/(2πϵ), τ = 0, θ ∈ [u, v] としたとき，測地線の長さは式 (C.54) から次のように与え
られる．

SA =
c

3
log

[
C

πϵ
sin

{
π(v − u)

C

}]
(4.8)

さらに，CFT が時間的に周期的なシリンダー S ×R 上にある場合，対応する時空は planar

BTZ 時空 (C.9) である．部分系 A を r = L2/ϵ, t = 0, x ∈ [u, v] としたとき，その EE は
式 (C.52) から次のようになる．

SA =
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

{
π(v − u)

β

}]
(4.9)

これらの三つの例では，AdS 境界上の二点を結ぶ極小曲線が一意に定まることに注意すべき
である．したがって，笠-高柳予想におけるホモロガス条件や面積の最小性は実質的に効いて
こない．次に，これらの条件が本質的に重要な二区間系の場合を取り扱う．

Example: Two disjoint intervals

Riemann 球面上の CFT に対し，部分系 A を二区間系 r = L2/ϵ, t = 0, x ∈ [z1, z2]∪ [z3, z4]

としたときの HEE を笠-高柳予想によって与える．笠-高柳曲線の候補としては図 4.2 のよ

36



うな三つの極小曲線の組が考えられる．それぞれの曲線の長さは，図 4.2 の左上，左下，右
の順に次のように与えられる．

c

3
log

(z4 − z2)(z3 − z1)

ϵ2
,
c

3
log

(z4 − z3)(z2 − z1)

ϵ2
,
c

3
log

(z4 − z1)(z3 − z2)

ϵ2
(4.10)

左上の曲線の長さは他二つの曲線の長さより常に長いので笠-高柳予想による HEE は次のよ
うに与えられる．

SA = min

{
c

3
log

(z4 − z3)(z2 − z1)

ϵ2
,
c

3
log

(z4 − z1)(z3 − z2)

ϵ2

}
(4.11)

この内のどちらが選ばれるかは複比 x = (z4 − z3)(z2 − z1)(z4 − z2)
−1(z3 − z1)

−1 を用いて
表現できる．(z4 − z3)(z2 − z1)(z4 − z1)

−1(z3 − z2)
−1 = x/(1 − x) となることに注意すると，

x < 1/2 のとき前者が選ばれ，x > 1/2 のとき後者が選ばれる．二区間系を x ∈ [0, x]∪ [1,∞]

とした場合，笠-高柳予想による HEE は

SA = min

{
c

3
log

x

ϵ
,
c

3
log

1− x

ϵ

}
(4.12)

となる．
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<latexit sha1_base64="lF83EdydwFAod+1BWqJM6PuP158=">AAACcHichVFLLwNRFP463vVosZFYKA0Ri+aUxmulsbGkFAlNMzMunZiXmdsmNBJrf8DCRiUi4mfY+AMWfoLYIbGxcGZaEQucedzvfvd85373Hs01DV8SPUaUpuaW1rb2jmhnV3dPLN7bt+47ZU8Xed0xHW9TU31hGrbIS0OaYtP1hGppptjQ9heD9Y2K8HzDsdfkoSsKlrpnG7uGrkqmCtuWKku6alZzx8VsMZ6k1CQHzSQYZIjfAExPZeYokU5RGEk0YtmJX2MbO3CgowwLAjYkYxMqfH62kAbBZa6AKnMeIyNcFzhGlLVlzhKcoTK7z/89nm01WJvnQU0/VOu8i8mfx8oERumBbuiV7umWnujj11rVsEbg5ZBHra4VbjF2OrD6/q/K4lGi9K3607PELmZDrwZ7d0MmOIVe11eOzl5X53Oj1TG6pGf2X6NHuuMT2JU3/WpF5M4R5QZ83XLid7A+mUpPpzIrmeRC9qTeinYMYgTjfN8zWMASlpHnfQ9whgvUIi/KgDKkDNdTlUijff34EcrEJ7JBj9M=</latexit>RA
<latexit sha1_base64="lF83EdydwFAod+1BWqJM6PuP158=">AAACcHichVFLLwNRFP463vVosZFYKA0Ri+aUxmulsbGkFAlNMzMunZiXmdsmNBJrf8DCRiUi4mfY+AMWfoLYIbGxcGZaEQucedzvfvd85373Hs01DV8SPUaUpuaW1rb2jmhnV3dPLN7bt+47ZU8Xed0xHW9TU31hGrbIS0OaYtP1hGppptjQ9heD9Y2K8HzDsdfkoSsKlrpnG7uGrkqmCtuWKku6alZzx8VsMZ6k1CQHzSQYZIjfAExPZeYokU5RGEk0YtmJX2MbO3CgowwLAjYkYxMqfH62kAbBZa6AKnMeIyNcFzhGlLVlzhKcoTK7z/89nm01WJvnQU0/VOu8i8mfx8oERumBbuiV7umWnujj11rVsEbg5ZBHra4VbjF2OrD6/q/K4lGi9K3607PELmZDrwZ7d0MmOIVe11eOzl5X53Oj1TG6pGf2X6NHuuMT2JU3/WpF5M4R5QZ83XLid7A+mUpPpzIrmeRC9qTeinYMYgTjfN8zWMASlpHnfQ9whgvUIi/KgDKkDNdTlUijff34EcrEJ7JBj9M=</latexit>RA

<latexit sha1_base64="/7s7NbugePvpzNLMcy/PfP4LOa0=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIsqWhltGnpR36AicxMTxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo5ClFR3mPfOO++e+857VzJUxbIZ67iEkdGx8Qn3pGdqesbr88/OZSy9Zso8LeuqbuYk0eKqovG0rdgqzxkmF6uSyrNSZa+3n61z01J07cBuGLxQFcuaUlJk0SYq1SxuFP1BFmZOBIZBZACCGERc99/iEEfQIaOGKjg02IRViLDoyyMCBoO4AlrEmYQUZ5/jBB7S1iiLU4ZIbIXGMq3yA1ajda+m5ahlOkWl3yRlACH2xO5Ylz2ye/bCPn6t1XJq9Lw0aJb6Wm4UfWdLqfd/VVWabRx/qf70bKOEbcerQt4Nh+ndQu7r6812N7WTDLVW2TV7Jf9XrMMe6AZa/U2+SfDkJTzUgMjP5x4GmfVwZDMcTUSDsd3TfivcWMYK1ui9txDDPuJI07llnOMCbdez4BUWhMV+quAatG8e30IIfAKTIIso</latexit>z3
<latexit sha1_base64="N5G5KPBNofjVZah+d+e58l657I4=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIMqWhltGnpR36AicxMLxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo4DUVLdYd4777x77jvvXclQFctmrOsRRkbHxie8k76p6Rl/IDg7l7P0uinzrKyrulmQRIurisaztmKrvGCYXKxJKs9L1d3+fr7BTUvRtX27afBSTaxoypEiizZRmVY5Xg6GWZQ5ERoGMReE4UZSD97iAIfQIaOOGjg02IRViLDoKyIGBoO4EtrEmYQUZ5/jBD7S1imLU4ZIbJXGCq2KLqvRul/TctQynaLSb5IyhAh7Ynesxx7ZPXthH7/Wajs1+l6aNEsDLTfKgbOlzPu/qhrNNo6/VH96tnGELcerQt4Nh+nfQh7oG61OL7OdjrRX2TV7Jf9XrMse6AZa402+SfH0JXzUgNjP5x4GufVobCMaT8XDiZ3TQSu8WMYK1ui9N5HAHpLI0rkVnOMCHc+z4BcWhMVBquBx2zePbyGEPgGVIIsp</latexit>z4

<latexit sha1_base64="mH403lgn7tHp3nvYekCFaKw0ZrQ=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIUqWhltGnpR36AicxMTxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo5ClFR3mPfOO++e+857VzJUxbIZ67qEsfGJySn3tGdmds7r888vZC29bso8I+uqbuYl0eKqovGMrdgqzxsmF2uSynNSda+/n2tw01J07cBuGrxYEyuaUlZk0SYq3SpFS/4gCzMnAqMgMgRBDCOh+29xiCPokFFHDRwabMIqRFj0FRABg0FcEW3iTEKKs89xAg9p65TFKUMktkpjhVaFIavRul/TctQynaLSb5IygBB7Ynesxx7ZPXthH7/Wajs1+l6aNEsDLTdKvrOV9Pu/qhrNNo6/VH96tlHGtuNVIe+Gw/RvIQ/0jVanl95Jhdrr7Jq9kv8r1mUPdAOt8SbfJHnqEh5qQOTnc4+CbDQc2QzHkrFgfPd00Ao3VrGGDXrvLcSxjwQydG4F57hAx/UseIUlYXmQKriG7VvEtxACn5Egiyc=</latexit>z2
<latexit sha1_base64="bKVOp0W7Tmn/5Ts/x9axS8H8dbI=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvImpKKV0aalH/kBJjIzvWxwnBlmRkElaB20zUWrgojoZ7TpD7TwHxQtDdq06DoKUVLdYd4777x77jvvXdnUVNthrOMRRkbHxie8k76p6Rl/IDg7l7WNmqXwjGJohpWXJZtrqs4zjupoPG9aXKrKGs/Jld3efq7OLVs19H2nYfJiVSrr6pGqSA5R6WZJLAXDLMrcCA0DcQDCGETCCN7iAIcwoKCGKjh0OIQ1SLDpK0AEg0lcES3iLEKqu89xAh9pa5TFKUMitkJjmVaFAavTulfTdtUKnaLRb5EyhAh7Ynesyx7ZPXthH7/Wark1el4aNMt9LTdLgbOl9Pu/qirNDo6/VH96dnCELderSt5Nl+ndQunr6812N72dirRW2TV7Jf9XrMMe6AZ6/U25SfLUJXzUAPHncw+D7HpU3IjGkrFwfOe03wovlrGCNXrvTcSxhwQydG4Z57hA2/Ms+IUFYbGfKngG7ZvHtxBCn48giyY=</latexit>z1

<latexit sha1_base64="lF83EdydwFAod+1BWqJM6PuP158=">AAACcHichVFLLwNRFP463vVosZFYKA0Ri+aUxmulsbGkFAlNMzMunZiXmdsmNBJrf8DCRiUi4mfY+AMWfoLYIbGxcGZaEQucedzvfvd85373Hs01DV8SPUaUpuaW1rb2jmhnV3dPLN7bt+47ZU8Xed0xHW9TU31hGrbIS0OaYtP1hGppptjQ9heD9Y2K8HzDsdfkoSsKlrpnG7uGrkqmCtuWKku6alZzx8VsMZ6k1CQHzSQYZIjfAExPZeYokU5RGEk0YtmJX2MbO3CgowwLAjYkYxMqfH62kAbBZa6AKnMeIyNcFzhGlLVlzhKcoTK7z/89nm01WJvnQU0/VOu8i8mfx8oERumBbuiV7umWnujj11rVsEbg5ZBHra4VbjF2OrD6/q/K4lGi9K3607PELmZDrwZ7d0MmOIVe11eOzl5X53Oj1TG6pGf2X6NHuuMT2JU3/WpF5M4R5QZ83XLid7A+mUpPpzIrmeRC9qTeinYMYgTjfN8zWMASlpHnfQ9whgvUIi/KgDKkDNdTlUijff34EcrEJ7JBj9M=</latexit>RA

<latexit sha1_base64="/7s7NbugePvpzNLMcy/PfP4LOa0=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIsqWhltGnpR36AicxMTxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo5ClFR3mPfOO++e+857VzJUxbIZ67iEkdGx8Qn3pGdqesbr88/OZSy9Zso8LeuqbuYk0eKqovG0rdgqzxkmF6uSyrNSZa+3n61z01J07cBuGLxQFcuaUlJk0SYq1SxuFP1BFmZOBIZBZACCGERc99/iEEfQIaOGKjg02IRViLDoyyMCBoO4AlrEmYQUZ5/jBB7S1iiLU4ZIbIXGMq3yA1ajda+m5ahlOkWl3yRlACH2xO5Ylz2ye/bCPn6t1XJq9Lw0aJb6Wm4UfWdLqfd/VVWabRx/qf70bKOEbcerQt4Nh+ndQu7r6812N7WTDLVW2TV7Jf9XrMMe6AZa/U2+SfDkJTzUgMjP5x4GmfVwZDMcTUSDsd3TfivcWMYK1ui9txDDPuJI07llnOMCbdez4BUWhMV+quAatG8e30IIfAKTIIso</latexit>z3
<latexit sha1_base64="N5G5KPBNofjVZah+d+e58l657I4=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIMqWhltGnpR36AicxMLxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo4DUVLdYd4777x77jvvXclQFctmrOsRRkbHxie8k76p6Rl/IDg7l7P0uinzrKyrulmQRIurisaztmKrvGCYXKxJKs9L1d3+fr7BTUvRtX27afBSTaxoypEiizZRmVY5Xg6GWZQ5ERoGMReE4UZSD97iAIfQIaOOGjg02IRViLDoKyIGBoO4EtrEmYQUZ5/jBD7S1imLU4ZIbJXGCq2KLqvRul/TctQynaLSb5IyhAh7Ynesxx7ZPXthH7/Wajs1+l6aNEsDLTfKgbOlzPu/qhrNNo6/VH96tnGELcerQt4Nh+nfQh7oG61OL7OdjrRX2TV7Jf9XrMse6AZa402+SfH0JXzUgNjP5x4GufVobCMaT8XDiZ3TQSu8WMYK1ui9N5HAHpLI0rkVnOMCHc+z4BcWhMVBquBx2zePbyGEPgGVIIsp</latexit>z4

<latexit sha1_base64="mH403lgn7tHp3nvYekCFaKw0ZrQ=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvIUqWhltGnpR36AicxMTxscZ4aZUVAJWgdtc9GqICL6GW36Ay38B0VLgzYtuo5ClFR3mPfOO++e+857VzJUxbIZ67qEsfGJySn3tGdmds7r888vZC29bso8I+uqbuYl0eKqovGMrdgqzxsmF2uSynNSda+/n2tw01J07cBuGrxYEyuaUlZk0SYq3SpFS/4gCzMnAqMgMgRBDCOh+29xiCPokFFHDRwabMIqRFj0FRABg0FcEW3iTEKKs89xAg9p65TFKUMktkpjhVaFIavRul/TctQynaLSb5IygBB7Ynesxx7ZPXthH7/Wajs1+l6aNEsDLTdKvrOV9Pu/qhrNNo6/VH96tlHGtuNVIe+Gw/RvIQ/0jVanl95Jhdrr7Jq9kv8r1mUPdAOt8SbfJHnqEh5qQOTnc4+CbDQc2QzHkrFgfPd00Ao3VrGGDXrvLcSxjwQydG4F57hAx/UseIUlYXmQKriG7VvEtxACn5Egiyc=</latexit>z2
<latexit sha1_base64="bKVOp0W7Tmn/5Ts/x9axS8H8dbI=">AAACZnichVFNSwJRFD1OX2alVkRBG0mMVvImpKKV0aalH/kBJjIzvWxwnBlmRkElaB20zUWrgojoZ7TpD7TwHxQtDdq06DoKUVLdYd4777x77jvvXdnUVNthrOMRRkbHxie8k76p6Rl/IDg7l7WNmqXwjGJohpWXJZtrqs4zjupoPG9aXKrKGs/Jld3efq7OLVs19H2nYfJiVSrr6pGqSA5R6WZJLAXDLMrcCA0DcQDCGETCCN7iAIcwoKCGKjh0OIQ1SLDpK0AEg0lcES3iLEKqu89xAh9pa5TFKUMitkJjmVaFAavTulfTdtUKnaLRb5EyhAh7Ynesyx7ZPXthH7/Wark1el4aNMt9LTdLgbOl9Pu/qirNDo6/VH96dnCELderSt5Nl+ndQunr6812N72dirRW2TV7Jf9XrMMe6AZ6/U25SfLUJXzUAPHncw+D7HpU3IjGkrFwfOe03wovlrGCNXrvTcSxhwQydG4Z57hA2/Ms+IUFYbGfKngG7ZvHtxBCn48giyY=</latexit>z1

<latexit sha1_base64="lF83EdydwFAod+1BWqJM6PuP158=">AAACcHichVFLLwNRFP463vVosZFYKA0Ri+aUxmulsbGkFAlNMzMunZiXmdsmNBJrf8DCRiUi4mfY+AMWfoLYIbGxcGZaEQucedzvfvd85373Hs01DV8SPUaUpuaW1rb2jmhnV3dPLN7bt+47ZU8Xed0xHW9TU31hGrbIS0OaYtP1hGppptjQ9heD9Y2K8HzDsdfkoSsKlrpnG7uGrkqmCtuWKku6alZzx8VsMZ6k1CQHzSQYZIjfAExPZeYokU5RGEk0YtmJX2MbO3CgowwLAjYkYxMqfH62kAbBZa6AKnMeIyNcFzhGlLVlzhKcoTK7z/89nm01WJvnQU0/VOu8i8mfx8oERumBbuiV7umWnujj11rVsEbg5ZBHra4VbjF2OrD6/q/K4lGi9K3607PELmZDrwZ7d0MmOIVe11eOzl5X53Oj1TG6pGf2X6NHuuMT2JU3/WpF5M4R5QZ83XLid7A+mUpPpzIrmeRC9qTeinYMYgTjfN8zWMASlpHnfQ9whgvUIi/KgDKkDNdTlUijff34EcrEJ7JBj9M=</latexit>RA
<latexit sha1_base64="lF83EdydwFAod+1BWqJM6PuP158=">AAACcHichVFLLwNRFP463vVosZFYKA0Ri+aUxmulsbGkFAlNMzMunZiXmdsmNBJrf8DCRiUi4mfY+AMWfoLYIbGxcGZaEQucedzvfvd85373Hs01DV8SPUaUpuaW1rb2jmhnV3dPLN7bt+47ZU8Xed0xHW9TU31hGrbIS0OaYtP1hGppptjQ9heD9Y2K8HzDsdfkoSsKlrpnG7uGrkqmCtuWKku6alZzx8VsMZ6k1CQHzSQYZIjfAExPZeYokU5RGEk0YtmJX2MbO3CgowwLAjYkYxMqfH62kAbBZa6AKnMeIyNcFzhGlLVlzhKcoTK7z/89nm01WJvnQU0/VOu8i8mfx8oERumBbuiV7umWnujj11rVsEbg5ZBHra4VbjF2OrD6/q/K4lGi9K3607PELmZDrwZ7d0MmOIVe11eOzl5X53Oj1TG6pGf2X6NHuuMT2JU3/WpF5M4R5QZ83XLid7A+mUpPpzIrmeRC9qTeinYMYgTjfN8zWMASlpHnfQ9whgvUIi/KgDKkDNdTlUijff34EcrEJ7JBj9M=</latexit>RA

Figure 4.2: 二区間系に対してホモロガス条件を満たす極小曲線の組み合わせはこの図の三
組である．左上の図の曲線の長さは他二つよりも常に長いので，笠-高柳予想による HEE は
左下の曲線の組もしくは右の曲線の組によって与えられる．

Example: One interval on Torus

円周の長さが C の円周上に定義された逆温度 β の CFT を考える．このトーラス上に定義
された CFT において，笠-高柳予想を部分系が一区間系の場合に適用する．対応する時空は
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<latexit sha1_base64="DcapzGdAeas7rAERTIx/v2bsMj4=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1qrrRZBEKRYKq7KRIqKq4obl33YB9RSkjjV0DQJSVqoRXCtW8WFKwUR8TPc+AMu+gOCuKzgxoW3aUG0qDdk5syZe+6cmSubmmo7jLU9wtDwyOiYd9w34Z+cCgSnZ3K2UbcUnlUMzbAKsmRzTdV51lEdjRdMi0s1WeN5ubrV3c83uGWrhr7jNE1eqkn7ulpRFckhKlUvByMsxtwIDwKxDyLoR9II3mIXezCgoI4aOHQ4hDVIsOkrQgSDSVwJLeIsQqq7z3EEH2nrlMUpQyK2SuM+rYp9Vqd1t6btqhU6RaPfImUYUfbE7liHPbJ79sI+fq3Vcmt0vTRplntabpYDJ3OZ939VNZodHHyp/vTsoIJ116tK3k2X6d5C6ekbhxedzEY62lpi1+yV/F+xNnugG+iNN+UmxdOX8FEDxJ/PPQhyKzFxNRZPxSOJzeNeK7yYxyKW6b3XkMA2ksjSuRynOMO551nwCyFhtpcqePrtC+FbCAufGPyKfQ==</latexit>u <latexit sha1_base64="gzeJwxQ2buxVPLX8CeSWerdPX3M=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1qrrRZBEKRYKq7KRIqKq4obl33YB9RSkjjV0DQJSVqoRXCtW8WFKwUR8TPc+AMu+gOCuKzgxoW3aUG0qDdk5syZe+6cmSubmmo7jLU9wtDwyOiYd9w34Z+cCgSnZ3K2UbcUnlUMzbAKsmRzTdV51lEdjRdMi0s1WeN5ubrV3c83uGWrhr7jNE1eqkn7ulpRFckhKtUoByMsxtwIDwKxDyLoR9II3mIXezCgoI4aOHQ4hDVIsOkrQgSDSVwJLeIsQqq7z3EEH2nrlMUpQyK2SuM+rYp9Vqd1t6btqhU6RaPfImUYUfbE7liHPbJ79sI+fq3Vcmt0vTRplntabpYDJ3OZ939VNZodHHyp/vTsoIJ116tK3k2X6d5C6ekbhxedzEY62lpi1+yV/F+xNnugG+iNN+UmxdOX8FEDxJ/PPQhyKzFxNRZPxSOJzeNeK7yYxyKW6b3XkMA2ksjSuRynOMO551nwCyFhtpcqePrtC+FbCAufGvyKfg==</latexit>v

<latexit sha1_base64="gzeJwxQ2buxVPLX8CeSWerdPX3M=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1qrrRZBEKRYKq7KRIqKq4obl33YB9RSkjjV0DQJSVqoRXCtW8WFKwUR8TPc+AMu+gOCuKzgxoW3aUG0qDdk5syZe+6cmSubmmo7jLU9wtDwyOiYd9w34Z+cCgSnZ3K2UbcUnlUMzbAKsmRzTdV51lEdjRdMi0s1WeN5ubrV3c83uGWrhr7jNE1eqkn7ulpRFckhKtUoByMsxtwIDwKxDyLoR9II3mIXezCgoI4aOHQ4hDVIsOkrQgSDSVwJLeIsQqq7z3EEH2nrlMUpQyK2SuM+rYp9Vqd1t6btqhU6RaPfImUYUfbE7liHPbJ79sI+fq3Vcmt0vTRplntabpYDJ3OZ939VNZodHHyp/vTsoIJ116tK3k2X6d5C6ekbhxedzEY62lpi1+yV/F+xNnugG+iNN+UmxdOX8FEDxJ/PPQhyKzFxNRZPxSOJzeNeK7yYxyKW6b3XkMA2ksjSuRynOMO551nwCyFhtpcqePrtC+FbCAufGvyKfg==</latexit>v<latexit sha1_base64="DcapzGdAeas7rAERTIx/v2bsMj4=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1qrrRZBEKRYKq7KRIqKq4obl33YB9RSkjjV0DQJSVqoRXCtW8WFKwUR8TPc+AMu+gOCuKzgxoW3aUG0qDdk5syZe+6cmSubmmo7jLU9wtDwyOiYd9w34Z+cCgSnZ3K2UbcUnlUMzbAKsmRzTdV51lEdjRdMi0s1WeN5ubrV3c83uGWrhr7jNE1eqkn7ulpRFckhKlUvByMsxtwIDwKxDyLoR9II3mIXezCgoI4aOHQ4hDVIsOkrQgSDSVwJLeIsQqq7z3EEH2nrlMUpQyK2SuM+rYp9Vqd1t6btqhU6RaPfImUYUfbE7liHPbJ79sI+fq3Vcmt0vTRplntabpYDJ3OZ939VNZodHHyp/vTsoIJ116tK3k2X6d5C6ekbhxedzEY62lpi1+yV/F+xNnugG+iNN+UmxdOX8FEDxJ/PPQhyKzFxNRZPxSOJzeNeK7yYxyKW6b3XkMA2ksjSuRynOMO551nwCyFhtpcqePrtC+FbCAufGPyKfQ==</latexit>u

<latexit sha1_base64="10LzwfKgm35BpruXANygehx7FMI=">AAACcHichVFNLwNBGH66vuuruEgclIaIQ/OWRnGQiosjpUhomt012Ngvu9Mm1fgD/kAPLkhExM9w8Qcc/ARxQ+Li4N1tRRzwzuzOM8+8zzvPzGiuafiS6DGiNDW3tLa1d0Q7u7p7emN9/Ru+U/J0kdcd0/G2NNUXpmGLvDSkKbZcT6iWZopN7XApWN8sC883HHtdVlxRsNR929gzdFUyVdixVHmgq2Y1d1JcLMYSlJzioEycQZq4B2BmOj1H8VSSwkigEStO7Bo72IUDHSVYELAhGZtQ4XPbRgoEl7kCqsx5jIxwXeAEUdaWOEtwhsrsIf/3ebbdYG2eBzX9UK3zLiZ/HivjGKMHuqFXuqdbeqKPX2tVwxqBlwqPWl0r3GLv6eDa+78qi0eJg2/Vn54l9jAbejXYuxsywSn0ur58XHtdm8+NVcfpkp7Z/wU90h2fwC6/6VerIneGKD/A1y3HfwcbU8nUTDK9mk5kFxpP0Y4hjGKC7zuDLJaxgjzve4QaznEReVEGlWFlpJ6qRBqaAfwIZfITi1qPUA==</latexit>

RA
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Figure 4.3: トーラス上の一区間系の HEE を与えるとされている二種類の笠-高柳曲線．

BTZ 時空 (C.8) である．ブラックホール表面が極小曲線であることに注意すると笠-高柳曲
線の候補は図 4.3 のような二種類のタイプがある．まず，|v− u| が円周の長さの半分に比べ
て小さいとき，部分系に対してブラックホールの向こう側を通らない極小曲線が笠-高柳曲線
であり，その長さは式 (C.50) において m = 0 によって与えられる．次に，|v − u| が円周の
長さの半分を超えたとしても，部分系に対してブラックホールの向こう側を通る極小曲線だ
けではホモロガス条件を満たさないのでブラックホールの表面の寄与を考慮する必要がある．
すると，対応する HEE は次のように与えられる．

SA = min

{
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

(
π|v − u|

β

)]
,
cπC

3β
+
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

{
π(C − |v − u|)

β

}]}
(4.13)

これらの二種類の曲線の長さが等しくなる部分系の大きさは次のように与えられる．

|v − u| = C

2
+

β

2π
log

[
cosh

(
πC

β

)]
(4.14)

したがって，部分系の大きさがこれよりも小さいとき図 4.3 の左側のような笠-高柳曲線が選
ばれ，部分系の大きさがこれよりも大きいとき図 4.3 の右側の笠-高柳曲線が選ばれる．補足
として，曲線の長さが式 (C.50) で s(1 + |v − u|) として与えられる極小曲線もホモロガス条
件を満たすが，図 4.3 のどちらの曲線よりも長いので笠-高柳予想では考慮する必要はない．

Gravity action for Ryu-Takayanagi conjecture

笠-高柳予想を AdS/CFT対応に基づいて導出するには次のような問題点がある．第一に，2.2
節の議論から高柳予想を与える AdS 側の作用は少なくとも二区間系では次の条件を満たす
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必要がある．図 4.2 の左上，左下，右の曲面の ERE への 寄与の重みを p1, p2, p3 とすると，
x < 1/2 のとき p1 = 0, p2 = 0, p3 = 1 あるいは x > 1/2 のとき p1 = 0, p2 = 1, p3 = 0

となる．したがって，各鞍点の寄与がこのような重みとなるメカニズムを説明する必要があ
る．また，C.2 節にまとめたように，AdS 側の有効作用は Liouville CFT の作用と等しいの
で，これは Liouville CFT とも無矛盾である必要がある．ただし，(q − 1)/G → ∞ となる
ように q → 1 極限と G→ 0 極限をとることを約束すれば，最小の値を持つ古典作用のみが
EE に寄与すると見なせるので，その場合には笠-高柳予想は正しい HEE を与える可能性が
ある．もちろん形式的にそのような EE を考えることも可能であるが，EE の量子補正 [31]

を扱う場合などではやはり有限の G ∼ 0 で q → 1 とした分配関数を扱う必要がある．
第二の問題点として，2.2 節の議論とは無関係に，4.1 節の最後で述べたように，AdS 側

の内部の時空構造が不明瞭な点である．この点に関して，笠-高柳予想は笠-高柳曲面の最小
性とホモロガス条件によって時空構造を指定する．例えば [40] では，部分系の各端点から
極小曲面が一枚ずつ時空中に伸び，AdS 側の多様体も CFT 側のレプリカ多様体と同じレプ
リカ対称性をもつという仮定の上でホモロガス条件を導出できることが示されている．しか
し，4.1 節で注意したように，AdS 側の多様体にもレプリカ対称性を課すことは条件が強す
ぎる上に，部分系の各端点からは欠損角の大きさが整合的であれば極小曲面が複数本伸びて
いる場合も考えられる．したがって，少なくとも，ホモロガス条件は HEE を与える極小曲
面を決定するための唯一の条件ではない．また，歴史的には，ホモロガス条件は EE の強劣
加法性不等式 (A.57) との無矛盾性のために適当に付け加えられた十分条件に過ぎないため，
AdS 側が他の時空構造を許容する可能性は十分にある．次節 4.3 では，笠-高柳予想とは別
の HEE の候補を具体的な系で提案する．

4.3 Alternative holographic entanglement entropy

Riemann 球面上の二区間系およびトーラス上の一区間系の EE に対し，笠-高柳予想に代わ
る HEE を提案する．特に，その HEE を与える古典作用を提示する [28, 29]．

Two disjoint intervals in AdS3/CFT2

二区間系の端点を (z1, z2, z3, z4)とする．q ∼ 1のとき，これらのうち二点をつなぐ宇宙ひもの
組み合わせは図 4.2 のように六種類ある．単純にこの六種類の曲面の面積の和として HERE

が与えられると仮定すると，q → 1 において EE の劣加法性不等式 (A.59) と矛盾してしま
う．そこで，この六本の宇宙ひもの張力が均一でなく zi と zj をつなぐ宇宙ひも Cij の張力

39



を µij とし，これらの六本の宇宙ひもの組が唯一の古典解を与える場合を考える．すなわち，
古典作用 I(q, x) が次のようにあたえられる場合を考える．

IA(q) =
q

16πG

∫
B
dx3

√
g
(
R− 2L−2

)
+
∑
i<j

µij

∫
Cij
dy

√
h (4.15)

すると，HERE は次のようにあたえられることになる．

SA(q) =
1

q − 1

∑
i<j

µij

∫
Cij
dy

√
h ∼ 1

q − 1

∑
i<j

log |zj − zi|µij (4.16)

ここで後半の ∼ では q ∼ 1 とした場合に宇宙ひもの古典作用が極小曲面の面積によって与
えられ，背景時空が AdS 時空であることを使った．ここで重要なことは六本の宇宙ひもの
組が一つの古典解を与え，それぞれの張力は負の値も取れることである．以下では，これら
の張力を適当な条件から制限する．
区間の端点同士が近付く場合，EE は一区間系の場合に漸近することが CFT 側の解析に

よって明らかになっている [21]．例えば，q ∼ 1 かつ z2 − z1 ∼ ϵ のとき，SA(q) は次のよう
に書ける．

1

q − 1
log ϵµ12 |z3 − z2|µ23 |z4 − z3|µ34 |z3 − z2 + ϵ|µ13 |z4 − z2|µ24 |z4 − z2 + ϵ|µ14 (4.17)

この HERE が次のように与えられる一区間系 [z3, z4] の HERE と一致するべきである．
q + 1

8qG
log

|z4 − z3|
ϵ

(4.18)

したがって，宇宙ひもの張力に関する次の制限が得られる．

µ23 + µ13 = 0, µ34 =
q2 − 1

8qG
, µ24 + µ14 = 0 (4.19)

また z3 − z2 ∼ ϵ および z4 − z3 ∼ ϵ の場合を考えることで次の関係を得る．

µ12 + µ13 = 0, µ14 =
q2 − 1

8qG
, µ24 + µ34 = 0 (4.20)

µ13 + µ14 = 0, µ12 =
q2 − 1

8qG
, µ23 + µ24 = 0 (4.21)

したがって，宇宙ひもの各張力は次のように決まり，HERE も求まる．

µ12 = −µ13 = µ14 = µ23 = −µ24 = µ34 =
q2 − 1

8qG
(4.22)

S(q, x) ∼ q + 1

8qG
log

|z2 − z1||z3 − z2||z4 − z3||z4 − z1|
|z3 − z1||z4 − z2|ϵ2

(4.23)
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Figure 4.4: 本論文で提案された二区間系の HEE (4.22)を与える極小曲面の組み合わせ．赤色
の曲線が張力 µ = (q2 − 1)/(8qG)の宇宙ひもを表し，青色の曲線が張力 µ = −(q2 − 1)/(8qG)

の宇宙ひもを表している．

この宇宙ひもの組み合わせはたしかに部分系の各端点で欠損角の整合性を満たすことは，図 4.4

を見れば直感的に理解できる．赤色の曲線が張力 (q2 − 1)/(8qG) を持つ宇宙ひもを表してお
り，青色の曲線が張力 −(q2 − 1)/(8qG) を持つ宇宙ひもを表している．たしかに，部分系の
各端点からは赤色の曲線が二本ずつ，青色の曲線が一本ずつ伸びているため，各端点での欠
損角は ∆ϕ = π(q− 1/q) となっている．また，Brown-Henneuax 公式 (C.39) を用いれば，こ
の HERE (4.22) は Liouville CFT の ERE (3.51) と一致する．図 4.4 を参考にして，同様の
議論から，N 区間系 ∪N

i=1[ui, vi] の HERE は次のように予想することができる．

SA =
c

3
log

∏
i,j |vi − uj|∏

i<j |ui − uj||vi − vj|
+ const. (4.24)

我々は二区間系の場合に HERE の候補 (4.22) を提案した．この HERE は対応する古典
作用が式 (4.15) として具体的に与えられる．その他の系ではやはり AdS 側の多様体の構造
と CFT 側のレプリカ多様体の構造の整合性を詳細に解析することで，AdS 側の宇宙ひもや
宇宙膜の配位を決定する必要がある．それは前節 4.2 の最後に述べた注意点に気を付けなが
ら [40] の解析を再考することで実行可能かもしれない．次の小節ではそのような解析は行わ
ず，単にトーラス上の一区間系に対する HERE の候補を提案する．

Single interval in BTZ spacetime

トーラス上の CFT に対応する重力系の時空は BTZ 時空であると考えられている．付録 C.3

にまとめたように，部分系が一つの区間からなる場合でも，その端点から伸びる無限個の極
小曲面を持つ．一区間系の場合には適当な極限を考えたり，エントロピー不等式などから EE
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の形を制限することが難しいので，先程の二区間系の HERE の例やコンパクト化されたボ
ゾンの EE を参考にして HERE の候補を提案する．二区間系の例から，HEE は時空中に存
在する全ての極小曲面の面積を適切に足し引きすることで与えられると予想できる．先ほど
提案した HERE (4.22) は Liouville CFT およびコンパクト化されたボゾンの ERE と等しい
ので，コンパクト化されたボゾンなどの EE はおよそ次のように与えられることを参考にす
る [32, 41, 42]．

SA =
c

3

{
log

[
β

πϵ
sinh

(
πℓ

β

)]
+

∞∑
m=1

log
(1− e2πℓ/βe−2πm/β)(1− e−2πℓ/βe−2πm/β)

(1− e−2πm/β)2

}

=
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

(
πℓ

β

)]
+
c

3

∞∑
m=1

log
sinh

[
π
β
(m− ℓ)

]
sinh

[
π
β
(m+ ℓ)

]
sinh2

(
πm
β

) (4.25)

ここで，円周の長さは C = 1 である．もちろん，コンパクト化されたボゾンは自由場であり
対応する重力系を持たないが，二区間系の場合がそうであったように，ERE の振る舞いが偶
然一致する可能性はある．そこでこの式 (4.25) をよく見ると，対数関数の中の項をうまく分
解することで，BTZ 時空の各極小曲面の面積 (C.50) によって表現できる．そこで，BTZ 時
空での EE は次のように書けると予想できる．

SA = s(ℓ) +
∞∑

m=1

[s(m− ℓ) + s(m+ ℓ)− 2s(m)] (4.26)

EE の式 (4.26) からは各曲線の配位は決まらないが，欠損角の整合性から対応する極小曲面
の配位は図 4.5 のようになっていると考えられる．
この HEE とブラックホールエントロピーとの関係を述べておく．部分系の長さが 1− δ

のとき，HEE は次のようになる．

S(1− δ) =
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

(
πδ

β

)]
+
c

3
lim

m→∞
log

sinh
(

π
β
(m+ 1)

)
sinh

(
πm
β

) +O(δ)

=
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

(
πδ

β

)]
+
cπ

3β
+O(δ) (4.27)

したがって，

lim
δ,ϵ→0

S(1− δ)− S(δ) =
cπ

3β
= SBH (4.28)

となる．すなわち，ブラックホールの表面は無限個の極小曲面がキャンセルした結果得られ，
ブラックホールエントロピー SBH が得られることになる．この式の両辺は単に代数的に値
が一致しているだけでなく幾何学的に一致していることを強調しておく．
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s(2)
<latexit sha1_base64="VFJlBY1IajRinzCgkQ9bQ9PNA54=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1Z3/GRqCABm2hQYhMmIipWARvLPMwDosjuOtHBze6yOwloEKwtbCNYKYiIn2HjD1jkE4JlBBsL724CoqLeZWfOnLnnzpm5mm0IVzLWCih9/QODQ8MjwdGx8YlQeHKq4Fo1R+d53TIsp6SpLjeEyfNSSIOXbIerVc3gRe1o09sv1rnjCsvclsc2362qB6aoCF2VHuXGl5f2wjGWYH5Ef4JkD8TQi7QVvsMO9mFBRw1VcJiQhA2ocOkrIwkGm7hdNIhzCAl/n+MUQdLWKItThkrsEY0HtCr3WJPWXk3XV+t0ikG/Q8ooFtgzu2cd9sQeWJu9/1qr4dfwvBzTrHW13N4LnUdyb/+qqjRLHH6q/vQsUcG671WQd9tnvFvoXX39pNnJbWQXGovshr2Q/2vWYo90A7P+qt9mePYKQWpA8vtz/wSF5URyNbGSWYmlUmfdVgxjFvOI03uvIYUtpJGncw9xgSYuA20lpMwokW6qEui1bxpfQpn7AIy/ixs=</latexit>

s(2)
<latexit sha1_base64="AYjZd+iduEaHSopAhJtZi1rqVP0=">AAACbHichVHLSsNAFD2N7/pofSwEEcSiKEKZiKi4Krhxqa3VSltKEqc1OHmQpAUtgmu3LlyoCwUR8TPc+AMu/AQR3Ci4ceFNUhAt6g2ZOXPmnjtn5qq20F2PsceI1NLa1t7R2RXt7unti8X7BzZcq+poPKtZwnJyquJyoZs86+me4Dnb4YqhCr6p7i77+5s17ri6Za57ezYvGkrF1Mu6pnhEbblTszMFLsR0KZ5gSRbEWDOQGyCBRqxa8WsUsA0LGqowwGHCIyygwKUvDxkMNnFF1IlzCOnBPscBoqStUhanDIXYXRortMo3WJPWfk03UGt0iqDfIeUYJtgDu2Gv7J7dsif28WutelDD97JHsxpquV2KHQ1n3v9VGTR72PlS/enZQxmLgVedvNsB499CC/W1/ZPXzFJ6oj7JLtkz+b9gj+yObmDW3rSrNZ4+RZQaIP987mawMZuU55Nza3OJVOowbEUnRjCOKXrvBaSwglVk6VwDxzjDeeRFGpJGpNEwVYo02jeIbyFNfgLYyI0R</latexit>

s(2 + `)
<latexit sha1_base64="Hdi6MW5uiXEWz5goLSJ+SPmjCvU=">AAACbHichVG7SgNBFD1Z3/GR+CgEEcSgaGGYFVGxCthYamI0koSwu07i4uyD3U1Ag2Bta2GhFgoi4mfY+AMWfoIINgo2Ft7dDYgG9S47c+bMPXfOzFVtobseY48RqaW1rb2jsyva3dPbF4v3D2y4VtXReFazhOXkVMXlQjd51tM9wXO2wxVDFXxT3V329zdr3HF1y1z39mxeNJSKqZd1TfGI2nKnZmcKXIjpUjzBkiyIsWYgN0ACjVi14tcoYBsWNFRhgMOER1hAgUtfHjIYbOKKqBPnENKDfY4DRElbpSxOGQqxuzRWaJVvsCat/ZpuoNboFEG/Q8oxTLAHdsNe2T27ZU/s49da9aCG72WPZjXUcrsUOxrOvP+rMmj2sPOl+tOzhzIWA686ebcDxr+FFupr+yevmaX0RH2SXbJn8n/BHtkd3cCsvWlXazx9iig1QP753M1gYzYpzyfn1uYSqdRh2IpOjGAcU/TeC0hhBavI0rkGjnGG88iLNCSNSKNhqhRptG8Q30Ka/ATc0o0T</latexit>

s(2� `)

<latexit sha1_base64="zX9cL136S99z/HIrMu+rpaVsgs0=">AAACbHichVG7SgNBFD1Z3/EVH4UQBDEkaGGYlaBiFbCx1MRoREPYXSe6ZPbB7iagQbC2tbBQCwUR8TNs/AGLfIIINgo2Ft7dBESDepedOXPmnjtn5qq20F2PsXpIamvv6Ozq7gn39vUPDEaGhtddq+JoPKdZwnLyquJyoZs85+me4Hnb4YqhCr6hlpf8/Y0qd1zdMte8fZsXDGXX1Eu6pnhEbbpT8sw2F2K6GImxJAtiohXITRBDM1asyA22sQMLGiowwGHCIyygwKVvCzIYbOIKqBHnENKDfY5DhElboSxOGQqxZRp3abXVZE1a+zXdQK3RKYJ+h5QTiLNHdste2QO7Y0/s49dataCG72WfZrWh5XZx8Hgs+/6vyqDZw96X6k/PHkpYCLzq5N0OGP8WWkNfPTh9zS5m4rUEu2LP5P+S1dk93cCsvmnXqzxzhjA1QP753K1gfTYpzyVTq6lYOn3UaEU3opjEFL33PNJYxgpydK6BE5zjIvQijUpRabyRKoWa7RvBt5ASn9rMjRI=</latexit>

s(1� `)
<latexit sha1_base64="7mfGwDeFyIrbZ/zYaFn6GuRKlWc=">AAACbHichVG7SgNBFD1Z3/EVH4UQBDEkKEKYlaBiFbCx1MRoREPYXSe6ZPbB7iagQbC2tbBQCwUR8TNs/AGLfIIINgo2Ft7dBESDepedOXPmnjtn5qq20F2PsXpIamvv6Ozq7gn39vUPDEaGhtddq+JoPKdZwnLyquJyoZs85+me4Hnb4YqhCr6hlpf8/Y0qd1zdMte8fZsXDGXX1Eu6pnhEbbpT8sw2F2K6GImxJAtiohXITRBDM1asyA22sQMLGiowwGHCIyygwKVvCzIYbOIKqBHnENKDfY5DhElboSxOGQqxZRp3abXVZE1a+zXdQK3RKYJ+h5QTiLNHdste2QO7Y0/s49dataCG72WfZrWh5XZx8Hgs+/6vyqDZw96X6k/PHkpYCLzq5N0OGP8WWkNfPTh9zS5m4rUEu2LP5P+S1dk93cCsvmnXqzxzhjA1QP753K1gfTYpzyVTq6lYOn3UaEU3opjEFL33PNJYxgpydK6BE5zjIvQijUpRabyRKoWa7RvBt5ASn9bCjRA=</latexit>

s(1 + `)

<latexit sha1_base64="e2QBZzOZ2WVwJ08sMGBYIywzLmk=">AAACanichVG7SgNBFD1ZXzE+ErVR0gRjJDZhVkTFKmBjqdEYQUPYXSe6OPtgdxLQIFjbWQmmUhARP8PGH7DwE0S7CDYW3mwCokG9y+ycOXPPnTNzdVeYvmTsKaR0dff09oX7IwODQ8PR2Mjopu9UPIPnDUc43pau+VyYNs9LUwq+5Xpcs3TBC/rBcnO/UOWebzr2hjx0edHS9myzbBqaJKrgp3e4EDOlWJJlWBCJTqC2QRLtWHViN9jBLhwYqMAChw1JWECDT982VDC4xBVRI84jZAb7HMeIkLZCWZwyNGIP6L9Hq+02a9O6WdMP1AadImh4pEwgxR7ZLWuwB3bHntnHr7VqQY2ml0Oa9ZaWu6Xo6fj6+78qi2aJ/S/Vn54lylgMvJrk3Q2Y5i2Mlr56dN5YX8qlatPsir2Q/0v2xO7pBnb1zbhe47k6ItQA9edzd4LN2Yw6n5lbm0tmsyetVoQRxyTS9N4LyGIFq8gH7s5wgXroVRlVJpR4K1UJtds3hm+hTH0C0KaMoA==</latexit>

s(`)

<latexit sha1_base64="TxyPAnzUTsw+FJVj8blq3uRYxdg=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1ZXzE+EhUkYKMGRZswK0HFKmBjmagxARXZXUcd3Be7k0AMgrWFbQQrBRHxM2z8AYt8glgq2Fh4dzcgKupddubMmXvunJmru6bwJWOtmNLR2dXdE+9N9PUPDCZTQ8MbvlP1DF4yHNPxKrrmc1PYvCSFNHnF9bhm6SYv64fLwX65xj1fOPa6rLt829L2bbEnDE0GlD+jzu6kMizLwhj/CdQ2yKAdBSd1gy3swoGBKixw2JCETWjw6duECgaXuG00iPMIiXCf4xgJ0lYpi1OGRuwhjfu02myzNq2Dmn6oNugUk36PlOOYYo/slr2wB3bHntj7r7UaYY3AS51mPdJydyd5ml57+1dl0Sxx8Kn607PEHhZDr4K8uyET3MKI9LWj5sva0upUY5pdsWfyf8la7J5uYNdejesiX71Aghqgfn/un2BjLqvOZ3PFXCafP4laEccYJjFD772APFZQQInOPcAZmjiPPSlJZVRJR6lKrN2+EXwJZeIDir6LGg==</latexit>

s(1)

Figure 4.5: 本論文で提案された BTZ 時空で HEE を与える極小曲面の組み合わせのうち，
式 (C.50)において m ≤ 2 であるものの一覧．各円盤の中心には各極小曲線の長さ (C.50) が
書かれている．赤色の曲線は HEE に正の寄与をし，青色の曲線は HEE に負の寄与をする．
また，欠損角の整合性のために青色の曲線は各部分系の端点から均等に伸びることになる．

Holographic entanglement entropy and Bulk reconstruction

本論文で提案した HEE (4.24) および (4.26) と笠-高柳予想 (4.11) および (4.13) のどちらが
HEE として正しいかを検証するべきである．それは例えば，[43] などから各鞍点の重み pi

を定めることであったり，GKP-Witten 関係式 (C.14) に基づいて CFT 側のレプリカ多様体
上の場の大域的振る舞いと，それに双対な AdS 側の場の大域的振る舞いの整合性から AdS

側の多様体の構造を定めることによって検証されるかもしれない．その際には，次の点に注
意するべきである．

• 重力側の多様体はレプリカ多様体でなくてよい

• CFT 側のレプリカ多様体と重力側の多様体の AdS 境界が欠損角の整合性を満たせば
よく，時空内部では宇宙ひもの本数や張力には不定性がある

• 鞍点が複数存在する場合はそれらの重みを求め，適切に足し上げる必要がある

これらの注意点を考慮して [40] と同様の解析を行えば，重力側の時空構造を特定し HEE を
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与えられるかもしれない．以下ではそのような解析は行わず，物理的な議論から我々の HEE

が AdS/CFT 対応およびホログラフィー原理あるいは情報理論的観点において笠-高柳予想
よりも好ましい性質をもつことを論じる．
ホログラフィー原理に立ち返ると，CFT 側の情報だけから対応する AdS 側の時空構造を

構成を試みることは AdS/CFT 対応において基本的な問題である．笠-高柳予想による HEE

だけの情報から時空構造を決定できる場合 [44] があり，HEE は時空の再構成において基本
的な情報であると言える．しかし，一般の時空では，笠-高柳曲面が到達しない時空領域であ
るエンタングルメントシャドウ領域の存在のために，HEE の情報だけでは時空の再構成が
できないと考えられている [45]．例えば，BTZ 時空では図 4.3 のような曲線が選ばれるが，
どのような部分系を考えてもブラックホール表面近傍の領域に笠-高柳曲線は到達しない．こ
れは高次元ブラックホール時空でも同様である．この観点によるとブラックホール近傍の時
空構造は HEE に全く影響を与えないことになる．一方で，本論文で提案した HEE (4.26)

は時空中に存在するすべての極小曲面の寄与を考慮することになり，式 (4.28) から分かるよ
うにそれらはブラックホール時空全体が HEE に影響を与える．すると，BTZ 時空でもエ
ンタングルメントシャドウ領域は存在せず時空の再構成が可能となるかもしれない．高次元
AdS-Schwarzschild 時空でも極小曲面は無数にあり，それらすべての寄与を考慮すればエン
タングルメントシャドウ領域が存在しなくなることに注意すると，時空中に存在するすべて
の極小曲面が HEE に寄与することが期待できる．

<latexit sha1_base64="mUzfK2M2GTUuDuxxeyNh6EUOk1Y=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOskYUtFJqENHP/IDTGR3G21x3V12V8GkP1DXokOngojoZ3TpD3TwDwTR0aBLh17XhSip3mFmnnnmfd55ZkYyVMWyGet6hJHRsfEJ76Rvyj89EwjOzuUtvWnKPCfrqm4WJdHiqqLxnK3YKi8aJhcbksoLUn27v19ocdNSdG3Pbhu83BBrmlJVZNEmKl2sBCMsxpwID4O4CyJwI6UHb7GPA+iQ0UQDHBpswipEWNRKiIPBIK6MDnEmIcXZ5ziGj7RNyuKUIRJbp7FGq5LLarTu17QctUynqNRNUoYRZU/sjvXYI7tnL+zj11odp0bfS5tmaaDlRiVwspB9/1fVoNnG4ZfqT882qth0vCrk3XCY/i3kgb51dNHLbmWinRV2zV7J/xXrsge6gdZ6k2/SPHMJH31A/OdzD4P8Wiy+HkukE5HkjvsVXixiGav03htIYhcp5OhcjlOc4dzzLPiFkDA/SBU8riaEbyEsfQK51Inj</latexit>

X
<latexit sha1_base64="EAdIlgmLxqY0kv6EL3Py7yqJ3WQ=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOskYUtFJqENHP/KDTGR3m2xx3V12V8GkP1DXokOngojoZ3TpD3TwDwTR0aBLh17XhSip3mFmnnnmfd55ZkYyVMWyGet4hKHhkdEx77hvwj85FQhOz+QtvWHKPCfrqm4WJdHiqqLxnK3YKi8aJhfrksoLUm2zt19octNSdG3Hbhm8XBermnKgyKJNVHq3EoywGHMiPAjiLojAjZQevMUe9qFDRgN1cGiwCasQYVErIQ4Gg7gy2sSZhBRnn+MYPtI2KItThkhsjcYqrUouq9G6V9Ny1DKdolI3SRlGlD2xO9Zlj+yevbCPX2u1nRo9Ly2apb6WG5XAyVz2/V9VnWYbh1+qPz3bOMC641Uh74bD9G4h9/XNo4tudiMTbS+xa/ZK/q9Yhz3QDbTmm3yT5plL+OgD4j+fexDkV2Lx1VginYgkt9yv8GIei1im915DEttIIUfncpziDOeeZ8EvhITZfqrgcTUhfAth4RO91Inl</latexit>

Z
<latexit sha1_base64="M2O03XEwGif9owtzeSeAGXACPoM=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOskYUtFJqENHP/IjTGR3m2xx3V12V8GkP1DXokOngojoZ3TpD3TwDwTR0aBLh17XhSip3mFmnnnmfd55ZkYyVMWyGet4hKHhkdEx77hvwj85FQhOz+QtvWHKPCfrqm4WJdHiqqLxnK3YKi8aJhfrksoLUm2zt19octNSdG3Hbhm8XBermnKgyKJNVHq3EoywGHMiPAjiLojAjZQevMUe9qFDRgN1cGiwCasQYVErIQ4Gg7gy2sSZhBRnn+MYPtI2KItThkhsjcYqrUouq9G6V9Ny1DKdolI3SRlGlD2xO9Zlj+yevbCPX2u1nRo9Ly2apb6WG5XAyVz2/V9VnWYbh1+qPz3bOMC641Uh74bD9G4h9/XNo4tudiMTbS+xa/ZK/q9Yhz3QDbTmm3yT5plL+OgD4j+fexDkV2Lx1VginYgkt9yv8GIei1im915DEttIIUfncpziDOeeZ8EvhITZfqrgcTUhfAth4RO71Ink</latexit>

Y

Figure 4.6: AdS/CFT 対応のテンソルネットワークとしての解釈と極小曲面によるネット
ワークの切断．ネットワーク構造と AdS 時空の構造が同一視され，部分系 Y や X + Y +Z

に関するネットワークを外部と切断する最小の切断部分が笠-高柳曲面となっている．

本論文で提案した HERE には負の張力を持つ宇宙ひもの寄与があった．この物理的意
味を考慮するにあたってAdS/CFT 対応のテンソルネットワークとしての側面に注目したい
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[18, 46]．この解釈では，CFT に双対な時空はテンソルネットワークと同一視され，笠-高柳
曲面は注目している部分系とその外部とのネットワークを切断するための最小の切断部分に
対応する．したがって，EE はネットワークの切断本数によって与えられることになる．例
えば，図 4.6 で一区間系 X +Y +Z のもつ EE は部分系の両端をつなぐ極小曲面の面積とし
て与えられる．次に，この一区間系から Y 部分をトレースアウトする．すると，笠-高柳予
想による解釈では Y の両端をつなぐ極小曲面を考えることで二区間系はその外部とネット
ワークを切断することができる．区間同士が離れている場合には X の両端をつなぐ極小曲
線と Z の両端をつなぐ極小曲線によってネットワークを切断されると考えられる．ここで情
報 Venn 図 A.3 を思い出すとよい．一般の系では SX+Z は X と Y の相関の大きさを与える
相互情報量 I(X : Y ) と Z と Y との相関の大きさである I(Y : Z) の寄与を含む．二区間系
に戻ると，Y の両端をつなぐ極小曲面は I(X : Y ) および I(Y : Z) の寄与も切断してしまう
ことに注意する．もちろん I(X : Y ) = I(Y : Z) = 0 であれば問題ないが，GKP-Witten 関
係式や共形対称性から明らかに Y は X および Z と相関を持つ．したがって，Y の両端を
つなぐ極小曲面だけではネットワークを切断しすぎてしまう．そこで，X + Y および Y +Z

の両端をつなぐ極小曲面の面積を差し引くことで切断しすぎた情報量を補填する．すると今
度は，X および Z の情報を足しすぎているので，X および Z の両端をつなぐ極小曲面を足
すことで X および Z の情報を差し引くことで二区間系 X + Z の EE を与えていると解釈
できる．ここで，我々の提案する HEE によると三者間相互情報量 I(X : Y : Z) (A.56) はこ
の系において I(X : Y : Z) = 0 になっている．このように HERE に負の寄与をする曲面の
意味を解釈することができ，むしろ笠-高柳予想よりも適切なネットワークの切断をあたえる
と考えられる．
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Chapter 5

Conclusion

まず，本論文の主要な結果をまとめる．2章では，半古典極限をもつ一般の理論において，レ
プリカ分配関数の鞍点が複数存在する場合の EE を与えた．先行研究では，そのような鞍点
が復数存在する場合，最小の値をもつ鞍点のみが EE を代表すると仮定されていた．しかし，
密度行列の規格化条件とレプリカ理論の構成方法から，EE は式 (2.38) のように各鞍点の線
形和として与えられることを示した．これはレプリカ理論によって記述される系の量子状態
が各鞍点に対応する半古典的な状態の線形和であると考えると，各鞍点から EE への寄与の
重みはその確率振幅の大きさの二乗によって与えられる．3 章では，Riemann 球面上に定義
された large c Liouville CFT における二区間系の EE を数値的に評価した．q ∼ 1 のとき，
二区間系ではレプリカ分配関数の鞍点が二つ存在し，系の交差対称性から EE はこれらの単
純な和として与えられた．偶然にもその EE はコンパクト化されたボゾンの EE と等しく，
これは CFT の EE として妥当であることが期待できる．4 章では，HEE を与えるには CFT

側と同様，系の大域的振る舞いを特定する必要があることを強調し，笠-高柳予想を導出する
には不自然な仮定をおく必要があることを指摘した．そこで，Riemann 球面上の二区間系に
おいて笠-高柳予想に代わる HEE 公式を提案し，それを与える重力側の古典作用を具体的に
与えた．また，二区間系の例を参考に Riemann 球面上の N 区間系の HEE およびトーラス
上の一区間系の HEE を予想した．

EE を評価する際に重要な視点は，レプリカ多様体上の場の局所的な振る舞いはよく解析
できるが，その大域的な振る舞いを解析することは困難だということである．半古典極限に
おける二次元系の解析ですら，複素上半平面を円弧多角形内部へと写す正則全単射を探す問
題と同程度に難しい．ホログラフィー原理の思想に則れば，CFT 側のこのような性質ある
いは困難さが重力側にも反映されるべきで，おそらくそれは重力側の多様体内部の構造に反
映されるであろう．すると，AdS/CFT 対応を用いても問題は簡単にならないように見える
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かもしれないが，4.3 節での解析に基づけば，各宇宙ひもの張力の相対符号を決定すれば EE

を評価することができるかもしれない．この観点からは AdS/CFT 対応によって問題が簡単
化されることが期待できる．
将来的な課題の一つ目として　 ERE を解析的評価を行いたい．本論文では二区間系の

EE を評価する際にツイスト演算子の四点相関関数の評価を数値的に取り扱ったが，[43] の
方法を用いてこの四点相関関数を各鞍点の重み pi も含めて解析的に評価することが可能か
もしれない．また，同様にトーラス上の一区間系の場合に関しても解析的な評価が得られる
と HEE を構成する際の参考にすることができる．
二つ目の課題として，本論文では半古典極限において q-分配関数の各鞍点が ERE に同程

度に寄与することを示したので，改めて HEE を与える古典作用を特定する必要がある．す
なわち，CFT 側のレプリカ多様体に双対な重力側の多様体の構造，特に宇宙ひもの配位を決
定することで HEE を与える公式を確立を行いたい．そこで重要になることは，CFT 側のレ
プリカ理論との整合性であり，まず局所的な視点からは欠損角の整合性が要請される．BTZ

時空の例からもわかる通り，欠損角の整合性だけでは曲面の配位を一意に定めないので [40]

で行われているトポロジカルな解析によって時空の大域的な構造を特定する必要がある．こ
のような解析によって笠-高柳予想に代わる HEE 公式が構築され，改めて AdS/CFT 対応を
はじめとするホログラフィー原理の理解が進むことを願っている．
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Appendix A

Tips

この付録は本論文の主要部の理解の助けとなる数学的概念をまとめたものである．

A.1 Notation

この節では，本論文における記法の一覧と公式集を提供する．

Riemann geometry

Lorentz 計量 ηµν は次の符号を採用する．

ηµν = diag(−1, 1, · · · , 1) (A.1)

Levi-Civita 接続:

Γρ
µν =

1

2
gρα(∂µgνα + ∂νgµα − ∂αgµν) (A.2)

Riemann 曲率テンソル

Rµ
νρσ = ∂ρΓ

µ
νσ − ∂σΓ

µ
νρ + Γµ

αρΓ
α
νσ − Γµ

ασΓ
α
νρ (A.3)

Riemann テンソル

Rµν = Rα
µαν (A.4)

Einstein-Hilbert 作用 SE.H.:

SE.H. =
1

16πG

∫
dd+1x

√
−g (R + 2Λ) (A.5)
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Riemann geometry in complex coordinate

Euclid な平坦な座標系 ds2 = dx20 + dx21 に対して，複素座標系を z = x0 + ix1, z̄ = x0 − ix1

と定義すると，線素は次のようになる．

ds2 = dzdz̄ (A.6)

したがって，計量テンソルは次のようになる．

gzz̄ = gz̄z =
1

2
, gzz̄ = gz̄z = 2 (A.7)

座標変換 w = f−1(z) に対し，計量テンソルは次のように変化する．

gww̄ = gzz̄f
′(w)f̄ ′(w̄) =

1

2
f ′(w)f̄ ′(w̄) (A.8)

Levi-Civita 接続 (A.2) の非自明な成分は次の二つだけである．

Γw
ww = gww̄∂wgww̄ = ∂w log f ′(w), Γw̄

w̄w̄ = ∂w̄ log f̄ ′(w̄) (A.9)

Riemann テンソル (A.3):

Rw
www̄ = −∂w̄Γw

ww = −∂w̄∂w log f ′(w), Rw̄
w̄w̄w = −∂w∂w̄ log f̄ ′(w̄) (A.10)

Ricci テンソル (A.4)は Rµνρσ = Rρσµν を用いると次のようになる．

Rww̄ = −∂w∂w̄
(
log f ′(w) + log f̄ ′(w̄)

)
(A.11)

Ricci スカラー:

R = −2gww̄∂w∂w̄
(
log f ′(w) + log f̄ ′(w̄)

)
(A.12)

対数関数とデルタ関数

∆ log |z| = 4∂z∂z̄ log |z| = 2π δ2(z, z̄) (A.13)

49



A.2 Cosmic string and Conical singularity

宇宙ひもと欠損角の関係をまとめる．

Cosmic string

簡単のため，3 次元Euclid空間中の直交座標系 (τ, x, z) において，エネルギー運動量テンソ
ルが T µ

ν = µ δ(τ)δ(x)diag(0, 0, 1)で与えられるオブジェクトを考える．ここでは [38]に習い，
このオブジェクトを宇宙ひもと呼ぶ．宇宙論の文脈で議論されるような宇宙ひもに関しては
[47] などを参照されたい．以下では，τ = 0 の瞬間にだけ z 軸に張力が µ の宇宙ひもが存在
すると，(t, x) 平面の原点周りに ∆ϕ = 8πGµ の欠損角ができることを見る．まず，Einstein

方程式のトレースを取ることで Ricci スカラーは次のように決まる．

R = −16πGµ δ(t)δ(x) (A.14)

次に弱重力近似のもとで計量テンソルの形を調べる．本論文では Gµ ∼ 0 となる張力が小さ
い極限のみに興味があるのでこの解析で十分である．まず，計量テンソル gµν を次のように
分解する．

gµν = δµν + hµν , δµν = diag(1, 1, 1), |hµν | � 1 (A.15)

すると，Einstein 方程式から h00, h11 成分のみが次のような非自明な値をもつ．

h00 = h11 = 8Gµ log (r/r0), r =
√
τ 2 + x2 (A.16)

したがって，(τ = r sin θ, x = r cos θ), r ∈ R+, θ ∈ [0, 2π) となる極座標を用いて線素を表現
すると次のようになる．

ds2 = dz2 + [1 + 8Gµ log (r/r0)] (dr
2 + r2dθ2) (A.17)

ここで極座標を次のように再定義する．

r̃ = r

√
1 + 8Gµ log (r/r0)

1 + 8Gµ
, θ̃ = (1− 4Gµ)θ (A.18)

すると，Gµ ∼ 0のとき，ds2 = dz2+(dr̃2+r̃2dθ̃2)なので，θ̃座標の周期が θ̃ ∼ θ̃+(2π−8πGµ)

となる．したがって，この時空は欠損角 ∆ϕ = 8πGµ を持つことがわかる．また，3 次元空
間に張力の小さな宇宙ひもがあるとき，Ricci スカラーと宇宙ひも周りの欠損角の間に次の
関係が見いだせる．

R = −2∆ϕ δ(t)δ(x) (A.19)
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A.3 Schwarzian derivative

Schwarzian derivative

関数 f(z) の Schwarz 微分 Sf(z) は次の微分である．

Sf(z) =

(
f ′′(z)

f ′(z)

)′

− 1

2

(
f ′′(z)

f ′(z)

)2

=
f ′′′(z)

f ′(z)
− 3

2

(
f ′′(z)

f ′(z)

)2

(A.20)

Schwarzian derivative Sf(z) を {f ; z} と書く流儀もあるが本論文ではこの表記は用いない．
Schwarz 微分の基本的な性質を列挙する．まず，f ◦ g に対する Schwarz 微分は次のように
なる．

S(f ◦ g)(z) = g′(z)2 (Sf ◦ g)(z) + Sg(z) (A.21)

ここで g が次のような一次分数変換 (Möbius 変換)である場合を考える．

g(z) =
az + b

cz + d
(A.22)

ここで a, b, c, d ∈ C かつ ad− bc 6= 0 である．すると，Sg(z) = 0 なので，式 (A.21) は次の
ようになる．

S(f ◦ g)(z) = g′(z)2 (Sf ◦ g)(z) (A.23)

次の微分方程式を考える．

Ψ′′(z) +
1

2
Q(z)Ψ(z) = 0 (A.24)

この方程式の線形独立な二つの解を Ψ1(z),Ψ2(z) としたとき，f(z) = Ψ1(z)/Ψ2(z) は次の式
を満たす．

Sf(z) = Q(z) (A.25)

これは直接計算することで確かめられる．すると，この f(z) を一次分数変換 (A.22) した

f(z) =
aΨ1(z) + bΨ2(z)

cΨ1(z) + dΨ2(z)
(A.26)

この関数も三階非線形微分方程式 (A.25) の解となる．
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Schwarz–Christoffel mapping

三階非線形微分方程式 (A.25) において，

Q(z) =
n∑

i=1

[
1− α2

i

2(z − zi)2
+

βi
z − zi

]
(A.27)

n∑
i=1

βi = 0,
n∑

i=1

[
2βizi + 1− α2

i

]
= 0,

n∑
i=1

[
βiz

2
i + zi(1− α2

i )
]
= 0. (A.28)

とすると，微分方程式 (A.25) の解 f(z) は複素上半平面 H = {z|Im(z) > 0} から各頂点の角
度が παi である円弧 n 角形 の内部への正則な全単射を与える．
この意味を理解するために，まず，複素上半平面から長方形の内部への正則な全単射 f

を考える．このような写像の存在は Riemann の写像定理をうまく適用することで証明でき，
これは Schwarz–Christoffel 写像の特別な場合となる．以下では，この写像がどのように構成
されるかを見る．まず，図 A.1のように f を実軸上の区間 [z2, z3]を通って複素下半平面に解

<latexit sha1_base64="/2vpdSldogByIEkxjkXSWVHvenI=">AAACZnichVG7SgNBFD1Z31FjVETBJhgUq3BXRMVKtLHUxDwghrC7TuLivtjdBDT4A4KtFlYKIuJn2PgDFvkDxTKCjYU3mwVRUe8wM2fO3HPnzIzqGLrnEzUjUld3T29f/0B0cGg4NhIfHct5ds3VRFazDdstqIonDN0SWV/3DVFwXKGYqiHy6sFGez9fF66n29aOf+iIkqlULb2ia4rPVOaoLJfjSUpREImfQA5BEmFs2fEb7GIPNjTUYELAgs/YgAKPWxEyCA5zJTSYcxnpwb7AMaKsrXGW4AyF2QMeq7wqhqzF63ZNL1BrfIrB3WVlArP0SLfUoge6o2d6/7VWI6jR9nLIs9rRCqc8cjKVeftXZfLsY/9T9adnHxWsBF519u4ETPsWWkdfPzpvZVbTs405uqIX9n9JTbrnG1j1V+16W6QvEOUPkL8/90+QW0jJS6nF7cXk2nr4Ff2Yxgzm+b2XsYZNbCHL51ZxijOcR56kmDQhTXZSpUioGceXkBIfaW2Kpw==</latexit>z1
<latexit sha1_base64="hj6BUtmwIvxOwovA3CyvS7NraM8=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYnWQUqegkdenoR36Aiexuky2uu8vuKqj0B4KueehUEBH9jC79gQ7+g6KjQZcOva4LUVK9w8w888z7vPPMjGSoimUz1vMIY+MTk1Pead/M7Jw/EJxfyFt6w5R5TtZV3SxKosVVReM5W7FVXjRMLtYllRek2t5gv9DkpqXo2oHdMni5LlY15ViRRZuobLsSrwTDLMqcCI2CmAvCcCOlB29xiCPokNFAHRwabMIqRFjUSoiBwSCujA5xJiHF2ec4hY+0DcrilCESW6OxSquSy2q0HtS0HLVMp6jUTVKGEGFP7I712SO7Zy/s49daHafGwEuLZmmo5UYlcLaSff9XVafZxsmX6k/PNo6x7XhVyLvhMINbyEN9s93tZ3cykc46u2av5P+K9dgD3UBrvsk3aZ65hI8+IPbzuUdBPh6NbUYT6UQ4uet+hRerWMMGvfcWkthHCjk6t4pzXKDreRb8wpKwPEwVPK5mEd9CCH0Ca22KqA==</latexit>z2

<latexit sha1_base64="sbeUGbPm4Nmi2BC/SfZQGzoQZtc=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYnWQsqegkdenoR36Aiexuky2uu8vuKqj0B4KueehUEBH9jC79gQ7+g6KjQZcOva4LUVK9w8w888z7vPPMjGSoimUz1vUII6Nj4xPeSd/U9Iw/EJydy1l63ZR5VtZV3SxIosVVReNZW7FVXjBMLtYkleel6l5/P9/gpqXo2oHdNHipJlY05ViRRZuoTKu8UQ6GWZQ5ERoGMReE4UZSD97iEEfQIaOOGjg02IRViLCoFREDg0FcCW3iTEKKs89xCh9p65TFKUMktkpjhVZFl9Vo3a9pOWqZTlGpm6QMIcKe2B3rsUd2z17Yx6+12k6NvpcmzdJAy41y4Gwp8/6vqkazjZMv1Z+ebRxj2/GqkHfDYfq3kAf6RqvTy+ykI+1Vds1eyf8V67IHuoHWeJNvUjx9CR99QOzncw+D3Ho0thmNp+LhxK77FV4sYwVr9N5bSGAfSWTp3ArOcYGO51nwCwvC4iBV8LiaeXwLIfQJbW2KqQ==</latexit>z3
<latexit sha1_base64="UPzmN19qCn35mmWj92+5Gj9qFh0=">AAACZnichVFNSwJBGH7cvsxKrYiCLpIYnWQMqegkdenoR36Aiexuoy2uu8vuKqj0B4KueehUEBH9jC79gQ7+g6KjQZcOva4LUVK9w8w888z7vPPMjGSoimUz1vMIY+MTk1Pead/M7Jw/EJxfyFl6w5R5VtZV3SxIosVVReNZW7FVXjBMLtYlleel2v5gP9/kpqXo2qHdMnipLlY1paLIok1Upl2Ol4NhFmVOhEZBzAVhuJHUg7c4wjF0yGigDg4NNmEVIixqRcTAYBBXQoc4k5Di7HOcwkfaBmVxyhCJrdFYpVXRZTVaD2pajlqmU1TqJilDiLAndsf67JHdsxf28WutjlNj4KVFszTUcqMcOFvJvP+rqtNs4+RL9adnGxXsOF4V8m44zOAW8lDfbHf7md10pLPOrtkr+b9iPfZAN9Cab/JNiqcv4aMPiP187lGQ24zGtqLxVDyc2HO/wotVrGGD3nsbCRwgiSydW8U5LtD1PAt+YUlYHqYKHleziG8hhD4Bb22Kqg==</latexit>z4
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<latexit sha1_base64="1km2nQzu1h/zumLaKfveTMnDtzA=">AAACanichVHLSsNAFD2Nr1ofrXWjuBFrxVWZiqi4Krpx2Ye1hbaUJE41mCYhSQtt6A+4cyXYlYKI+Blu/AEX/QTRnYIbF96kAdGi3mFmzpy5586ZGclQFctmrBcQhoZHRseC46GJyanpcGQmemDpDVPmeVlXdbMoiRZXFY3nbcVWedEwuViXVF6QTnbd/UKTm5aia/t2y+CVunikKTVFFm2iCmVJNJ12pxqJsQTzYnEQJH0Qgx9pPXKDMg6hQ0YDdXBosAmrEGFRKyEJBoO4ChziTEKKt8/RQYi0DcrilCESe0LjEa1KPqvR2q1peWqZTlGpm6RcRJw9slv2yh7YHXtiH7/WcrwarpcWzVJfy41q+HQu9/6vqk6zjeMv1Z+ebdSw5XlVyLvhMe4t5L6+2T5/zW1n484Ku2LP5P+S9dg93UBrvsnXGZ7tIkQfkPz53IPgYC2R3EisZ9ZjqR3/K4JYwBJW6b03kcIe0sh77s5wgW7gRYgK88JCP1UI+JpZfAth+RP4TozI</latexit>

z̄

<latexit sha1_base64="5YZwgkOL8ipqEC4f9tCyLsYEvJg=">AAACaXichVFNLwNBGH66vuujLRfhIjaESzOVBnESLo6ofiQlze6aMrpf2Z02ofEHnNwEJxIR8TNc/AGH/gRxrMTFwdvtJoLgnczMM8+8zzvPzOiuKXzJWCOidHR2dff09kX7BwaHYvHEcM53qp7Bs4ZjOl5B13xuCptnpZAmL7ge1yzd5Hm9straz9e45wvH3pKHLt+xtD1blIWhSaJy5ZmjUnq2FFdZkgUx8ROkQqAijHUnfott7MKBgSoscNiQhE1o8KkVkQKDS9wO6sR5hESwz3GMKGmrlMUpQyO2QuMerYoha9O6VdMP1AadYlL3SDmBKfbE7liTPbJ79szef61VD2q0vBzSrLe13C3FTkYzb/+qLJol9j9Vf3qWKGMx8CrIuxswrVsYbX3t6KyZWdqcqk+za/ZC/q9Ygz3QDezaq3GzwTcvEaUPSH1/7p8gN5dMzSfTG2l1eSX8il6MYxIz9N4LWMYa1pGlcw9winNcRF6UhDKqjLVTlUioGcGXUNQPUWiLfw==</latexit>

f(z4)
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f(z3)
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f(z2)

<latexit sha1_base64="p7RTnF0l5sylZ6iLGGrdg2dqxrI=">AAACaXichVFNLwNBGH66vqq+Wi7CRTSVujSz0iBODRdHbbUkNM3umjJsdze70yY0/oCTm+BEIiJ+hos/4NCfII4kLg7ebjcRGryTmXnmmfd555kZ3TGFJxlrhpSu7p7evnB/ZGBwaHgkGhstenbNNXjBsE3b3dQ1j5vC4gUppMk3HZdrVd3kG/rBSmt/o85dT9jWujx0eKmq7VqiIgxNElWsJI/K6mw5Gmcp5sdUJ1ADEEcQa3b0FtvYgQ0DNVTBYUESNqHBo7YFFQwOcSU0iHMJCX+f4xgR0tYoi1OGRuwBjbu02gpYi9atmp6vNugUk7pLyikk2BO7Y6/skd2zZ/bxa62GX6Pl5ZBmva3lTnnkZDz//q+qSrPE3pfqT88SFSz6XgV5d3ymdQujra8fnb3ml3KJxgy7Zi/k/4o12QPdwKq/GTdZnrtEhD5A/fncnaA4l1LnU+lsOp5ZDr4ijElMI0nvvYAMVrGGAp27j1Oc4yL0osSUcWWinaqEAs0YvoUS/wRLZYt8</latexit>

f(z1)

<latexit sha1_base64="PiIjw0Ve+raxWU1O+jPdzZY4ueA=">AAACZ3ichVHLSgMxFD0d3/XRqiAFN2qp1E3JiKi4Krpx2apVQUVmxrQNzouZtKDFH3DhtoIrBRHxM9z4Ay78hOJSwY0L70wHREW9IcnJyT03J4numsKXjD3FlI7Oru6e3r54/8DgUCI5PLLpOzXP4CXDMR1vW9d8bgqbl6SQJt92Pa5Zusm39MOVYH+rzj1fOPaGPHL5nqVVbFEWhiYDqpw9ntlPplmOhTHxE6gRSCOKgpO8wS4O4MBADRY4bEjCJjT41HaggsElbg8N4jxCItznOEGctDXK4pShEXtIY4VWOxFr0zqo6Ydqg04xqXuknECGPbJb9sIe2B1rsfdfazXCGoGXI5r1tpa7+4nT1PrbvyqLZonqp+pPzxJlLIZeBXl3Qya4hdHW14+bL+tLa5nGNLtiz+T/kj2xe7qBXX81rot87QJx+gD1+3P/BJuzOXU+N1ecS+eXo6/oxTimkKX3XkAeqyigROdWcYYmzmMtJaGMKal2qhKLNKP4EsrkB916itg=</latexit>

f(z)

<latexit sha1_base64="sv+iTpAvRnAr6+oBV8v9LQduoo0=">AAACcHichVG7TgJBFD2sL8QXakNi4YNo0ILMIlFjRbSxBBQ1USS766Ab9uXuQgKEH/AHKGzExBjjZ9j4AxZ+grFTExsLL8smRo16JzNz5sw9d87MyJamOi5jDwGhq7unty/YHxoYHBoeCY+ObTtm2VZ4TjE1096VJYdrqsFzrupqfNeyuaTLGt+RS+vt/Z0Ktx3VNLbcqsXzunRkqEVVkVyi8sWDeiyxON+I1QrifCEcZXHmxdRPIPogCj/SZvgK+ziECQVl6OAw4BLWIMGhtgcRDBZxedSJswmp3j5HAyHSlimLU4ZEbInGI1rt+axB63ZNx1MrdIpG3SblFGbZPbtmL+yO3bBH9v5rrbpXo+2lSrPc0XKrMHIa2Xz7V6XT7OL4U/WnZxdFrHheVfJueUz7FkpHX6k1XzZXs7P1OXbBnsh/iz2wW7qBUXlVLjM8e4YQfYD4/bl/gu1EXFyKJzPJaGrN/4ogJjCDGL33MlLYQBo5OvcETZyjFXgWIsKkMN1JFQK+ZhxfQlj4AH0mjc4=</latexit>

f (23)(z1)
<latexit sha1_base64="paoca8vs1NM+wPf2HBL+4JZCsPg=">AAACcHichVFNLwNBGH66vuujxUXioDSVcmhmaRCnhotjiyKhmt01ZWO/7G6bsPEH/IEeXJCIiJ/h4g849CeIGxIXB+9uNxEavJOZeeaZ93nnmRnZ0lTHZawREdraOzq7unuivX39A7H44NCGY1ZthRcVUzPtLVlyuKYavOiqrsa3LJtLuqzxTflw2d/frHHbUU1j3T22eEmX9g21oiqSS1SpsuulZ2anTtMn5exUOZ5kGRZEohWIIUgijLwZv8EO9mBCQRU6OAy4hDVIcKhtQwSDRVwJHnE2ITXY5zhFlLRVyuKUIRF7SOM+rbZD1qC1X9MJ1AqdolG3SZlAij2yW/bKHtgde2Ifv9byghq+l2Oa5aaWW+XY2cja+78qnWYXB1+qPz27qGAh8KqSdytg/FsoTX3tpP66tria8ibZFXsm/5eswe7pBkbtTbku8NVzROkDxJ/P3Qo2ZjLiXCZbyCZzS+FXdGMUE0jTe88jhxXkUaRzj1DHBS4jL8KIMCaMN1OFSKgZxrcQpj8BgymN0Q==</latexit>

f (23)(z4)

<latexit sha1_base64="UC8e/HiWtKWKucBn4BoZWA8bPFk=">AAACdnichVHLSsNAFD2Nr1ofbXUjCCKWat2U21pUXIluXPqqCj5KEqc1NE1CklY09Af8ARfiQkFF/Aw3/oALP0FcKujChbdpQFTUO8zMmTP33Dkzo1i65rhEDyGppbWtvSPcGenq7umNxuJ9a45ZtVWRV03dtDcU2RG6Zoi8q7m62LBsIVcUXawr5fnG/npN2I5mGqvugSW2K3LJ0IqaKrtMFWLx4o6Xyk6M11Nbimx7h/XxQixBafJj+CfIBCCBIBbN2BW2sAsTKqqoQMCAy1iHDIfbJjIgWMxtw2POZqT5+wJ1RFhb5SzBGTKzZR5LvNoMWIPXjZqOr1b5FJ27zcphJOmerumZ7uiGHun911qeX6Ph5YBnpakVViF6NLDy+q+qwrOLvU/Vn55dFDHte9XYu+UzjVuoTX3t8Ph5ZWY56Y3SOT2x/zN6oFu+gVF7US+WxPIJIvwBme/P/ROsZdOZyXRuKZeYnQu+IoxBjCDF7z2FWSxgEXk+dx+nuMRV6E0akpLSWDNVCgWafnwJiT4An76QIA==</latexit>

f (23)(z̄)
<latexit sha1_base64="ywlI2V4OqfFX3iiaRpqR8vM9nyU=">AAACdHichVHLSsNAFD2Nr1ofrboRdFEMlXRTJlpUXIluXPqqClpLEqc1NE1CMi3U4g/4Ay5cKYqIn+HGH3DhJ4jLim5ceJsGRIt6w2TOnLnnzpm5umuZvmDsKSJ1dff09kX7YwODQ8PxxMjotu9UPYPnDMdyvF1d87ll2jwnTGHxXdfjWkW3+I5eXmnt79S455uOvSXqLs9XtJJtFk1DE0QVEvHiQUOZmU0rs9n0iXKcLiRklmFBJDuBGgIZYaw5iRvs4xAODFRRAYcNQdiCBp++PahgcInLo0GcR8gM9jlOECNtlbI4ZWjElulfotVeyNq0btX0A7VBp1g0PFImkWKP7JY12QO7Y8/s49dajaBGy0udZr2t5W4hfjq++f6vqkKzwNGX6k/PAkUsBF5N8u4GTOsWRltfOz5rbi5upBrT7JK9kP8L9sTu6QZ27dW4Xucb54hRA9Sfz90Jtmcy6lwmu56Vl5bDVkQxgSko9N7zWMIq1pALenKOK1xH3qRJSZZS7VQpEmrG8C2kzCejj447</latexit>

f (23)(34)(z)

<latexit sha1_base64="JNXQa45m7VjndrvK0ATILyHzdO8=">AAACdnichVHLSsNAFD2N7/pqdSMIUizVdlNubFFxJbpx6asq1FqSONVgmoQkrWjxB/wBF+JCQUX8DDf+gIt+grhU0IULb9OAqKh3mJkzZ+65c2ZGtQ3d9YjqIamlta29o7Mr3N3T29cfiQ6suVbF0UROswzL2VAVVxi6KXKe7hliw3aEUlYNsa7uzTf216vCcXXLXPUObFEoKzumXtI1xWOqGImWtmrJiUwqmcmmjpKHRTlVjMQpTX7EfgI5AHEEsWhFrrGJbVjQUEEZAiY8xgYUuNzykEGwmSugxpzDSPf3BY4QZm2FswRnKMzu8bjDq3zAmrxu1HR9tcanGNwdVsaQoAe6oWe6p1t6pPdfa9X8Gg0vBzyrTa2wi/3HQyuv/6rKPHvY/VT96dlDCdO+V5292z7TuIXW1FcPT55XZpYTtTG6oCf2f051uuMbmNUX7XJJLJ8izB8gf3/un2BtIi1PprNL2fjsXPAVnRjGKJL83lOYxQIWkeNz93GGK1yH3qQRKSGNN1OlUKAZxJeQ6AMXbI7f</latexit>

f (23)(34)(z1)

<latexit sha1_base64="DHsOqcBOViZMOx3HaSmBMB4Tgbo=">AAACdnichVHLSsNAFD2Nr1pfrW4EQcRSbTfl9oGKK9GNS1utCj5KEqc1mCYhSSu1+AP+gAtxoaAifoYbf8CFnyAuFXThwts0ICrqHWbmzJl77pyZUSxdc1yih4DU1t7R2RXsDvX09vUPhCODq45ZtVVRUE3dtNcV2RG6ZoiCq7m6WLdsIVcUXawpewvN/bWasB3NNFbcuiW2KnLZ0EqaKrtMFcOR0nYjns4k4pls4jB+UEwniuEoJcmLsZ8g5YMo/Fgyw1fYxA5MqKiiAgEDLmMdMhxuG0iBYDG3hQZzNiPN2xc4RIi1Vc4SnCEzu8djmVcbPmvwulnT8dQqn6Jzt1k5hhjd0zU90x3d0CO9/1qr4dVoeqnzrLS0wioOHA0vv/6rqvDsYvdT9adnFyXMeF419m55TPMWaktfOzh+Xp7NxxoTdE5P7P+MHuiWb2DUXtSLnMifIMQfkPr+3D/BajqZmkpmc9no3Lz/FUGMYBxxfu9pzGERSyjwufs4xSWuAm/SqBSTJlupUsDXDOFLSPQBGW2O4A==</latexit>

f (23)(34)(z2)

<latexit sha1_base64="PA5qyUZCXyruPlyUOTemv9XOfCQ=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOskYUtFJ6tLRj/wAE9ndRltcd5fdVTDpD9S16NCpICL6GV36Ax38A0F0NOjSodd1IUqqd5iZZ555n3eemZEMVbFsxroeYWR0bHzCO+mb8k/PBIKzc3lLb5oyz8m6qptFSbS4qmg8Zyu2youGycWGpPKCVN/p7xda3LQUXduz2wYvN8SaplQVWbSJSlcrwQiLMSfCwyDuggjcSOnBW+zjADpkNNEAhwabsAoRFrUS4mAwiCujQ5xJSHH2OY7hI22TsjhliMTWaazRquSyGq37NS1HLdMpKnWTlGFE2RO7Yz32yO7ZC/v4tVbHqdH30qZZGmi5UQmcLGTf/1U1aLZx+KX607ONKjYdrwp5Nxymfwt5oG8dXfSyW5loZ4Vds1fyf8W67IFuoLXe5Js0z1zCRx8Q//ncwyC/FouvxxLpRCS57X6FF4tYxiq99waS2EUKOTqX4xRnOPc8C34hJMwPUgWPqwnhWwhLn9U6ie8=</latexit>

f

<latexit sha1_base64="tQH++uMAIX0UBQM0AY4JSvOUVG0=">AAACa3ichVHLLgRBFD3T3uMxg41gMTEZYTOpRhArYWOJMY/EK92tZlT0K909k9DxA5Y2FmxIRMRn2PgBi/kEEauR2Fi43dOJILid6jp16p5bp26pti5cj7F6TGppbWvv6OyKd/f09iWS/QMF16o6Gs9rlm45JVVxuS5MnveEp/OS7XDFUHVeVA+Wg/1ijTuusMwN79Dm24ZSMUVZaIpHVKm8409MTU8e7ybTLMvCSP0EcgTSiGLVSt5gC3uwoKEKAxwmPMI6FLj0bUIGg03cNnziHEIi3Oc4Rpy0VcrilKEQe0D/Cq02I9akdVDTDdUanaLTcEiZQoY9slvWYA/sjj2x919r+WGNwMshzWpTy+3dxMlQ7u1flUGzh/1P1Z+ePZQxH3oV5N0OmeAWWlNfOzpr5BbWM/44u2LP5P+S1dk93cCsvWrXa3z9HHF6APl7u3+CwlRWns3OrM2kF5eip+jECMYwQf2ewyJWsIp82OdTnOMi9iINSsPSaDNVikWaQXwJKfMB/HmMQQ==</latexit>

f (23)

Figure A.1: 複素上半平面から長方形への正則全単射を与える Schwarz–Christoffel 写像 f

の模式図．図の左側の実軸が図の右側の各長方形の辺に写される．

析接続を行う．これは Schwarz の鏡像原理から可能である．このように定義域が拡張された
f の複素下半平面への制限を f (23) とし，さらに，f (23) を区間 [z3, z4] を通って複素上半平面
に解析接続し定義域を複素上半平面に制限したものを f (23)(34) とする．ここで，図 A.1 から
わかるように解析接続された f は多価関数となる．ここで，∠ f(z2)f(z3)f(z4) := πα3 = π/2

なので，

f (23)(34)(z) = exp (2πiα3)f(z) + const. (A.29)
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となっている．この両辺を z で微分し，対数をとり，もう一度微分すると次のように f の多
価性を消去できる．

Pf (23)(34)(z) = Pf(z), Pf := (log f ′(z))
′

(A.30)

ここで Pf は前 Schwarz 微分と呼ばれ，Pf は C ∪ {∞}\{z1, · · · , z4} 上の一価関数となる．
次に，f(z) の f(zi) 近傍での局所的な性質に着目する．複素上半平面上の次の関数を考

える．

g(z) = (f(z)− f(zi))
1/αi (A.31)

この g(z) を z = zi で Laurent 展開すると，各 z = zi 近傍で f(z) について次のように解き
直せる．

f(z) = f(zi) + (z − zi)
αi g̃(z), g(z) = (z − zi)g̃(z)

αi (A.32)

ここで g̃(zi) 6= 0 であることを示すことができ，Pf は次のようになる．

Pf '
4∑

i=1

αi − 1

z − zi
(A.33)

ここで ' は特異な部分が両辺で等しいことを表す．実は正則部分は 0 となることが示せるの
でこの式の両辺は等しくなる．この微分方程式の解は次の Schwarz–Christoffel 写像である．

f ′(z) = C(z − z1)
α1−1 · · · (z − z4)

α4−1 (A.34)

f(z) が複素上半平面から円弧多角形への正則全単射である場合を考える．円弧多角形の
場合には各頂点毎に適当な一次分数変換によって各辺を直線に直してから先ほどと同様の議
論を行えば良い．このとき，f から一価関数を構成する際に一次分数変換に対する不変性を
保証するために前 Schwarz 微分の代わりに Schwarz 微分を用いることになる．式 (A.32) の
Schwarz 微分は次のように与えられる．

Sf =
n∑

i=1

[
1− α2

i

2(z − zi)2
+

βi
z − zi

]
(A.35)

ここで Sf(z → ∞) = O(z−4) という条件から次の条件を得る．
n∑

i=1

βi = 0,
n∑

i=1

[
2βizi + 1− α2

i

]
= 0,

n∑
i=1

[
βiz

2
i + zi(1− α2

i )
]
= 0. (A.36)
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もしこれらの条件が満たされない場合，反転変換 w = 1/z を行うと Sf は w = 0 で特異性
を持ってしまい，f の定義と矛盾する．n ≥ 4 の場合，βi は上記の局所的な解析からは決定
できない係数で，一般に βi を決定することは一般には難しい．βi は上記の局所的な解析か
らは決定できない係数である．これは n = 3 のとき，三階非線形微分方程式 (A.25) に付随
する二階線形微分方程式は Gauss の超幾何微分方程式である一方，n = 4 のときは Heun の
微分方程式となり，解くことが格段に難しくなることと対応している．これは βi に対する代
数的な制限が三つしかないことからも理解できる．
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A.4 Heun’s differential equation

Regular singular point and Characteristic multiplier

はじめに確定特異点と特性指数について見ておく．Riemann球面 C ∪ {∞} 上で次の微分方
程式を考える．

d2

dz2
ψ(z) + R1(z)

d

dz
ψ(z) + R2(z)ψ(z) = 0 (A.37)

ここで R1(z), R2(z) は有理関数とする．無限遠点 z = ∞ 近傍での解析は w = 1/z とした
w = 0 近傍で考える．z = a が特異点であるとは R1(z), R2(z) のいずれか一方が正則でない
ことである．特に，

R1(z) =
r1

z − a
+ (z = aで正則な関数), R2(z) =

r2
(z − a)2

+
(z = aで正則な関数)

z − a

(A.38)

であるとき，z = a は確定特異点であるという．特に，すべての特異点が確定特異点である
とき，微分方程式は Fuchs型であるという．この微分方程式 (A.37) に次のべき級数

ψ(z) = (z − a)s
∞∑
i=0

ci z
i (A.39)

を代入すると s2+(r1−1)s+r2 = 0となる必要があり，この二つの根 s1, s2を微分方程式 (A.37)

の z = a における特性指数と呼ぶ．すると，z = a 周りでの二つの独立解 ψs1(z), ψs2(z) は
次のように書ける．

ψs1(z) = (z − a)s1
∞∑
i=0

c
(s1)
i zi, ψs1(z) = (z − a)s2

∞∑
i=0

c
(s2)
i zi (A.40)

次に，s1 − s2 /∈ Z として，これらの二つの解の解析接続を考える．C を z = a の周りを
左回りに回る経路で，他の特異点を含まないものとする．C 上の適当な点から C に沿って
ψs1(z), ψs2(z) を解析接続した二つの解を ψs2

C (z), ψs2
C (z) とすると，次のように特性指数の

みで完全に記述される． y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 =

 exp (2πis1) 0

0 exp (2πis2)

 y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 (A.41)

この係数行列を局所モノドロミー行列という．複数の特異点を回る経路で解析接続をするに
は，各特異点周りの局所解同士の接続行列を知る必要がある．
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Heun’s differential equation

Heunの微分方程式とは次の二階線形微分方程式である．
d2

dz2
Φ(z) +

(
γ

z
+

δ

z − x
+

ϵ

z − 1

)
d

dz
Φ(z) +

αβz − q

z(z − x)(z − 1)
Φ(z) = 0 (A.42)

ここで，α+ β + 1 = γ + δ + ϵ であり，q はアクセサリーパラメータと呼ばれる．Heunの微
分方程式はRiemann球面 C∪{∞} 上で確定特異点 {0, x, 1,∞} を持つ．z = 0 での特性指数
は 0, γ であり, z = x での特性指数は 0, δ であり, z = 1 での特性指数は 0, ϵ であり, z = ∞
での特性指数は α, β である．ここでアクセサリーパラメータは解の局所モノドロミー行列に
は無関係で局所解同士の接続行列のみに現れる．

Heunの微分方程式は四つの確定特異点を持つ Fuchs型微分方程式の標準形である．一次
分数変換 (A.22) によって四つの確定特異点を {0, x, 1,∞} に写した後，適当な冪関数を乗じ
て特性指数をずらせばよい．ここで，確定特異点の移動方法が 4! = 24 通り，無限遠点を除
いた各確定特異点での特性指数のずらし方が 2(4−1) = 8 通りあるので，196 通りの Heun の
微分方程式が得られる．このように一見パラメタの異なる Heun の微分方程式でも同一の方
程式である可能性に注意する必要がある．

Heun の微分方程式の解は Heun 関数と呼ばれる．各確定特異点での Frobenius 解は局所
Heun 関数と呼ばれる．例えば，z = 0 近傍の二つの線形独立な局所 Heun 関数は次のよう
に書ける．

Φ(z ∼ 0) ∼ HeunG[x, p, α, β, γ, δ, z], (A.43)

Φ(z ∼ 0) ∼ z1−γHeunG[x, p+ (1− γ)(δx+ ϵ), α− γ + 1, β − γ + 1, 2− γ, δ, z]. (A.44)

ここで局所 Heun 関数は HeunG[x, p, α, β, γ, δ, z = 0] = 1 [48] のように規格化されていると
する．これ以降，z = zi 近傍で特性指数 s を持った局所 Heun 関数を yszi(z) と書くことにす
る．各局所 Heun 関数同士は接続行列によって関係する．例えば，ysx(z) と ys0(z) をつなぐ
接続行列 Cx0 は次のように与えられる． y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 =
1

W (y00, y
1−γ
0 )

 W (y0x, y
1−γ
0 ) W (y00, y

0
x)

W (y1−ϵ
x , y1−γ

0 ) W (y00, y
1−ϵ
x )

 y00(z)

y1−γ
0 (z)

 (A.45)

ここで W は Wronskian で，W (y0x, y
1−ϵ
x ) = y0x(z)∂zy

1−ϵ
x (z)− ∂zy

0
x(z)y

1−ϵ
x (z) などである．こ

れらの Wronskians の比は z に対して一定値を取るが，各 Wronskians 自体は一定値を取る
わけではないことを注意しておく．これらの接続行列は Mathematica を使って数値的に好き
な精度で計算することができる [49]．
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<latexit sha1_base64="6SW5MpcABVBhRt5hktuRvZSOp4E=">AAACanichVG7SgNBFD1ZXzE+ErVRbIJR0SbcxBAflaCFZXzECCqyu45myGZ32d0EkuAP2FkJWimIiJ9h4w9Y+AminYKNhXc3EbFQ787snDlzz50zM5ptSNcjegwpbe0dnV3h7khPb19/NDYwuOlaFUcXed0yLGdLU11hSFPkPekZYst2hFrWDFHQSkv+eqEqHFda5oZXs8VuWT005YHUVY+pwk6uKKfq03uxBCXTHDQbZ5Ahbj7IzmTmKZ5KUhAJtCJnxa6xg31Y0FFBGQImPMYGVLj8bSMFgs3cLhrMOYxksC5whAhrK5wlOENltsT/Q55tt1iT535NN1DrvIvB3WFlHBP0QDf0Svd0S0/08WutRlDD91LjUWtqhb0XPR5ef/9XVebRQ/Fb9adnDweYC7xK9m4HjH8Kvamv1k9f1xfWJhqTdEnP7P+CHumOT2BW3/SrVbF2jgg/wNctx38Hm+lkKpvMrGYSi8utpwhjFGOY4vuexSJWkEM+cHeCM5yHXpRBZUQZbaYqoZZmCD9CGf8E5AeMQg==</latexit>

�(z)

<latexit sha1_base64="HGb+2n7+dvzHhj26TeyyS3QCiek=">AAACZnichVHLSsNAFD2N7/qqiii4CRbFVbjV4mshghuX2toqVClJnNZgmoQkLWjxBwS3unClICJ+hht/wIV/oLis4MaFN2lEXFTvTDJnztxz58yM5piG5xM9x6S29o7Oru6eeG9f/8BgYmg479lVVxc53TZtd0dTPWEalsj5hm+KHccVakUzxbZ2uBasb9eE6xm2teUfOWKvopYto2Toqs9UNlOkYiJJyiwHLcgM0sQ9APNz6SWSUwqFkUQUG3biFrvYhw0dVVQgYMFnbEKFx62AFAgOc3uoM+cyMsJ1gRPEWVvlLMEZKrOH/C/zrBCxFs+Dml6o1nkXkz+XlTKm6InuqEGPdE+v9NmyVj2sEXg54lFraoVTHDwdz378q6rw6OPgR/WnZx8lLIZeDfbuhExwCr2prx1fNLLLman6NF3TG/u/omd64BNYtXf9ZlNkLhHnB/i+Zbk1yM8qqXklvZlOrq5ET9GNCUxihu97AatYxwZyvG8ZZzjHRexFGpBGpbFmqhSLNCP4FZL8BXgWiq0=</latexit>

R0
<latexit sha1_base64="VejhCTJ3hPeC8g6fTN5NraQy8ck=">AAACZnichVFNLwNRFD0d30VbREhsJhpi1dzS+FqIxMaSVlsJTTMzXmtivjIzbdD4AxJbFlYkIuJn2PgDFv4BsSSxsXBnWhEL3Pdm3nnn3XPfee+pjqF7PtFjRGpr7+js6u6J9vb1x+KJgcGCZ9dcTeQ127DdTVXxhKFbIu/rviE2HVcopmqIorq3EqwX68L1dNva8A8cUTKVqqVXdE3xmcply/vlRJJS0xw0JzPIEPcAzM5kFkhOpyiMJFqxZieusY0d2NBQgwkBCz5jAwo8bltIg+AwV0KDOZeRHq4LHCHK2hpnCc5QmN3jf5VnWy3W4nlQ0wvVGu9i8OeyUsYEPdANvdI93dIzffxaqxHWCLwc8Kg2tcIpx49Hc+//qkwefex+q/707KOC+dCrzt6dkAlOoTX19cOz19xidqIxSZf0wv4v6JHu+ARW/U27WhfZc0T5Ab5uWf4dFKZT6dlUZj2TXF5qPUU3xjCOKb7vOSxjFWvI875VnOAUZ5EnKSYNSyPNVCnS0gzhR0jyJwglivU=</latexit>

Rx
<latexit sha1_base64="TX+v5ZOSsrmBt6Gq3RuFCTvKk64=">AAACZnichVHLSsNAFD2N7/qqiii4CZaKq3KrxaoLKbhxWVtrC1pKEqc1mCYhSQu1+AOCW124UhARP8ONP+DCP1BcKrhx4U1aERfqnUnmzJl77pyZUW1Ddz2ix5DU1d3T29c/EB4cGh4ZjYyNb7tW3dFEXrMMyymqiisM3RR5T/cMUbQdodRUQxTUg3V/vdAQjqtb5pbXtEWpplRNvaJrisdULltOlCNRii9wUEpmkCTuPlhaTK6QnIhTEFF0ImNFrrGLPVjQUEcNAiY8xgYUuNx2kADBZq6EFnMOIz1YFzhCmLV1zhKcoTB7wP8qz3Y6rMlzv6YbqDXexeDPYaWMGD3QDb3SPd3SM338WqsV1PC9NHlU21phl0ePp3Pv/6pqPHrY/1b96dlDBcuBV5292wHjn0Jr6xuHZ6+51WysNUeX9ML+L+iR7vgEZuNNu9oU2XOE+QG+bln+HWwvxBNL8eRmMppe6zxFP2Ywi3m+7xTS2EAGed63ihOc4iz0JI1Ik9JUO1UKdTQT+BGS/Al6Foqu</latexit>

R1
<latexit sha1_base64="DP61DcdtSRNMZoOKDL0VKx9JHF4=">AAACa3ichVFNLwNRFD0d3/VVbASLRlOxam5pfC1EYmNJKU2QZma81ovpzGTmtUk1/oCljQUbEhHxM2z8AQs/QcSKxMbCnWlFLHBn3rzzzrvnznn3Ga4lfUX0GNFaWtvaOzq7ot09vX39sYHBTd+peKbImY7leHlD94UlbZFTUlki73pCLxuW2DIOloP9rarwfOnYG6rmit2yXrJlUZq6YiqfLexIu6hqhViCUlMcNBtnkCF+AzAznZmneDpFYSTQjFUndo0d7MGBiQrKELChGFvQ4fOzjTQILnO7qDPnMZLhvsARoqytcJbgDJ3ZA/6WeLXdZG1eBzX9UG3yXyweHivjSNID3dAr3dMtPdHHr7XqYY3AS41no6EVbqH/eHj9/V9VmWeF/W/Vn54VipgLvUr27oZMcAqzoa8enr6uL2ST9Qm6pGf2f0GPdMcnsKtv5tWayJ4hyhfw1eX472BzKpWeSWXWMomlxeZVdGIU45jkfs9iCStYRS7s8wnOcB550Ya0EW2skapFmpoh/Agt+Qno2I01</latexit>

R1<latexit sha1_base64="Dvof7RfDQofLBh/VJpkSAOm+Y5I=">AAACaXichVHLTsJAFD3UNz5A3RjdEInGFbkoAXVhTNy4VBE0UULaOmqltE1biEj4AVfujLrSxBjjZ7jxB1zwCYYlJm5ceFswxgV6Z9o5c+aeO2dmFEvXHJeoHpC6unt6+/oHgoNDwyOh8OhY1jFLtioyqqmb9q4iO0LXDJFxNVcXu5Yt5KKiix2lsOat75SF7Wimse1WLJErykeGdqipsstUdi1fpdNaPhyl2DwHpSIMEsTdA8mFxBJF4jHyI4p2bJjhB+zjACZUlFCEgAGXsQ4ZDrc9xEGwmMuhypzNSPPXBWoIsrbEWYIzZGYL/D/i2V6bNXju1XR8tcq76PzZrIxghl7pkZr0Qk/0Rp8da1X9Gp6XCo9KSyusfOh8Iv3xr6rIo4vjH9Wfnl0cYtH3qrF3y2e8U6gtffnssple3pqpztIdNdj/LdXpmU9glN/V+02xdYMgP8D3LUc6g+x8LJ6MJTYT0dWV9lP0YwrTmOP7TmEV69hAhvc9wQWucB1oSKPShDTZSpUCbc04foUU/QKuhows</latexit>

C0x

<latexit sha1_base64="tmVFCKWZISZ5djrpd4d6lMVMU8I=">AAACaXichVHLTsJAFD3UNz5A3RjdEInGFbkoAXVhTNy4VBE0UULaOmqltE1biEj4AVfujLrSxBjjZ7jxB1zwCYYlJm5ceFswxgV6Z9o5c+aeO2dmFEvXHJeoHpC6unt6+/oHgoNDwyOh8OhY1jFLtioyqqmb9q4iO0LXDJFxNVcXu5Yt5KKiix2lsOat75SF7Wimse1WLJErykeGdqipsstUdi1fPaVaPhyl2DwHpSIMEsTdA8mFxBJF4jHyI4p2bJjhB+zjACZUlFCEgAGXsQ4ZDrc9xEGwmMuhypzNSPPXBWoIsrbEWYIzZGYL/D/i2V6bNXju1XR8tcq76PzZrIxghl7pkZr0Qk/0Rp8da1X9Gp6XCo9KSyusfOh8Iv3xr6rIo4vjH9Wfnl0cYtH3qrF3y2e8U6gtffnssple3pqpztIdNdj/LdXpmU9glN/V+02xdYMgP8D3LUc6g+x8LJ6MJTYT0dWV9lP0YwrTmOP7TmEV69hAhvc9wQWucB1oSKPShDTZSpUCbc04foUU/QKuzows</latexit>

Cx0

<latexit sha1_base64="pr31PlkzJGNwuMbuasLPOV4usZE=">AAACaXichVHLSsNAFD2N7/qquhHdFIviqtzU0qoLEdy49NUqaClJHGs0TUKSFmvpD7hyJ+pKQUT8DDf+gAs/Qbqs4MaFN2lFXFTvTDJnztxz58yMahu66xG9hqSOzq7unt6+cP/A4NBwZGQ061olRxMZzTIsZ0dVXGHopsh4umeIHdsRSlE1xLZ6vOKvb5eF4+qWueVVbJErKgVTP9A1xWMqu5Kvyie1fCRG8QQHpaMMksTdB6m55AJF5TgFEUMr1qzIPfawDwsaSihCwITH2IACl9suZBBs5nKoMucw0oN1gRrCrC1xluAMhdlj/hd4tttiTZ77Nd1ArfEuBn8OK6OYphd6oAY90yO90WfbWtWghu+lwqPa1Ao7P3w2vvnxr6rIo4fDH9Wfnj0cYD7wqrN3O2D8U2hNffn0orG5uDFdnaFbqrP/G3qlJz6BWX7X7tbFxjXC/ADftxxtD7KJuJyKJ9eTseWl1lP0YhJTmOX7TmMZq1hDhvc9wjkucRWqSyPSuDTRTJVCLc0YfoUU+wKwiIwt</latexit>

C1x
<latexit sha1_base64="D8ub18IFzwgNqatC3V++cwRGNy8=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxTjHV8dk5qWVVCoY1sYLKBvoGQGBgbkCkGFiAEQghpmxiaWBgqGeARgoM0BBQL7AcoYYhhSGfIZkhlKGXIZUhjyGEiA7hyGRoRgIoxkMGQwYCoBisQzVQLEiICsTLJ/KUMvABdRbClSVClSRCBTNBpLpQF40VDQPyAeZWQzWnQy0JQeIi4A6FRhUDa4arDT4bHDCYLXBS4M/OM2qBpsBckslkE6C6E0tiOfvkgj+TlBXLpAuYchA6MLr5hKGNAYLsFszgW4vAIuAfJEM0V9WNf1zsFWQarWawSKD10D3LzS4aXAY6IO8si/JSwNTg2YzcAEjABbKCrgZYUZ6hmZ6JoEmyg520KjgYJBmUGLQAIa3OYMDgwdDAEMo0N4ChmkM8xkWMH5kEmeSY1KAKGVihOoRZkABTJoAAU2Olw==</latexit>

C11

<latexit sha1_base64="0Pij7xKRw7U8z3rOIuI+vJ+7+Eg=">AAACb3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxTjHVxsqxGTmpZVU1sYLKBvoGQGBgbkCkGFiAEQghpmxiaWBgqGeARgoM0BBQL7AcoYYhhSGfIZkhlKGXIZUhjyGEiA7hyGRoRgIoxkMGQwYCoBisQzVQLEiICsTLJ/KUMvABdRbClSVClSRCBTNBpLpQF40VDQPyAeZWQzWnQy0JQeIi4A6FRhUDa4arDT4bHDCYLXBS4M/OM2qBpsBckslkE6C6E0tiOfvkgj+TlBXLpAuYchA6MLr5hKGNAYLsFszgW4vAIuAfJEM0V9WNf1zsFWQarWawSKD10D3LzS4aXAY6IO8si/JSwNTg2YzcAEjABbKCrgZYUZ6hmZ6JoEmyg520KjgYJBmUGLQAIa3OYMDgwdDAEMo0N4ChmkM8xkWMH5kEmeSY1KAKGVihOoRZkABTJoA/imOlw==</latexit>

C11
<latexit sha1_base64="FiWMsZLR0E8CtmixUE0DKVan4ts=">AAACanichVFNLwNRFD0d3/VVtSE2E0WsmlsaxUKadGOJqkqQZma81sR0ZjIzbdD0D9hZSXRFIiJ+ho0/YNGfIOxIbCzcmVbEAnfem3feeffcd957qm3orkfUDEkdnV3dPb194f6BwaHhyEh0y7UqjiZymmVYzraquMLQTZHzdM8Q27YjlLJqiLx6mPHX81XhuLplbnrHttgrKyVTL+qa4jGVzxRqCfmoXojEKD7HQSmZQZK4+WBhPrlEciJOQcTQjjUrcoNd7MOChgrKEDDhMTagwOVvBwkQbOb2UGPOYaQH6wJ1hFlb4SzBGQqzh/wv8WynzZo892u6gVrjXQzuDitlTNMj3dIrPdAdPdHHr7VqQQ3fyzGPaksr7MLw6Vj2/V9VmUcPB9+qPz17KGIx8Kqzdztg/FNoLX315Pw1u7wxXZuhK3pm/5fUpHs+gVl9067XxUYDYX6Ar1uWfwdbc/HEQjy5noylV9pP0YsJTGKW7zuFNFaxhlzg7gwXaIRepKg0Lk20UqVQWzOKHyFNfQIXj4xX</latexit>

C1x

Figure A.2: 左から順に黒い点は z = 0, x, 1,∞ を表し，各線に沿った解析接続はそれぞれ
の行列を左から乗じることにより表現できる．

各局所 Heun関数に関する接続行列と各確定特異点での局所モノドロミー行列を用いて大
域的なモノドロミー行列を構成する．[0, x] もしくは [x, 1] を反時計回りに回る経路 P0x およ
び P1x を考える．さらに，各確定特異点における局所モノドロミー行列を R0 = R−1

x = R1 =

R−1
∞ = diag(1, exp[2πi/q]) とすると，y0x および y1−ϵ

x を P0x に沿って解析接続した結果は大
域的なモノドロミー行列 M0x = Cx0R0C0xRx により，一方で P1x に沿った解析接続に対す
るモノドロミー行列は M1x = Cx1R1C1xRx によって次のように記述される． y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 =M0x

 y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 ,

 y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 =M1x

 y0x(z)

y1−ϵ
x (z)

 (A.46)

この様子を表したものが図 A.2 である．
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A.5 Quantum information

Classical information theory

文献 [50] を参考にエンタングルメントエントロピー (EE)などの情報理論的側面を述べる．
情報量に関する直感を養うために古典情報理論から始める．事象 x が確率 p(x) で起こった
とき，そのときの情報量は − log p(x) と定義される．これは事象 x が起こることの非自明さ
を与える．同様にして，確率変数 X のもつ情報量は次のように定義される．

H(X) = −
∑
x∈X

p(x) log p(x) (A.47)

これは確率変数 X の持つ非自明さの期待値である．情報理論では対数関数の底を 2 にする
ことが多いがここでは自然対数を使う．この H(X) は Shannon エントロピーと呼ばれ，情
報源符号化定理によれば H(X)は確率変数を符号化したときの下限値を与える．したがって，
確率変数 X は情報量を H(X) nat 持つと言える1．
確率変数 X,Y のそれぞれの事象 x, y が同時に生じる事象 (x, y)を考えることができ，そ

の事象が結合確率分布 P (X,Y ) に従うとする．一般に，事象 x と y は独立でなく，事象 y

が起きた前提で事象 x が起こる確率は条件付き確率 p(x|y) = p(x, y)/p(y) によって与えられ
る．このとき，条件付きエントロピーを次のように定義する．

H(X|Y ) = −
∑
x,y

p(x, y) log p(x, y) +
∑
y

p(y) log p(y) = H(X,Y )−H(Y ) (A.48)

直感的には，確率変数 Y の情報を知っているときに，確率変数 X のもつ非自明さを定量化
している．さらに，確率変数 X,Y の相互情報量 I(X : Y ) を次のように定義する．

I(X : Y ) = H(X) +H(Y )−H(X,Y ) (A.49)

すると，相互情報量 I(X : Y ) = H(X)−H(X|Y ) は確率変数 Y の情報を知っているときに
確率変数 X の情報をどの程度知ることができるかを定量化する．さらに，確率変数 X,Y, Z

に関して条件付き相互情報量 IX:Y |Z を次のように定義する．

I(X : Y |Z) = H(X|Z) +H(Y |Z)−H(X,Y |Z) (A.50)

また，三者間相互情報量 I(X : Y : Z) を次のように定義する．

I(X :Y :Z) = H(X)+H(Y )+H(Z)−H(X+Y )−H(Y +Z)−H(Z+X)+H(X+Y +Z)

(A.51)

1通常，符号化はバイナリに行われるので情報量の単位は bit である．ここでは Shannon エントロピーを定
義する際に対数関数の底を Napier 数にしたので情報量の単位は nat となっている．
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以上の情報量の相互関係は情報 Venn 図 A.3 によって表現できる．量子情報理論では von

<latexit sha1_base64="vYO265pv219g8zBLhCmRD23ufRI=">AAACeXichVHNLgNRGD0df1U/rZ+FxGaqIWXR3NIgFiKxYdeWUlSamXEx6XRmMjNt0pYX8AIWNkhEymPYeAGLPoJYkliw8HU6iSD4JnO/c8/9znfPvVc2NdV2GGv4hLb2js4uf3egp7evPxgaGNywjZKl8IxiaIaVlSWba6rOM47qaDxrWlwqyhrflAvLzfXNMrds1dDXnYrJd4vSga7uq4rkEJUPDa9Gt8RcOBcWF9y0LR5lJ/OhCIsxN8SfIO6BCLxIGqFr5LAHAwpKKIJDh0NYgwSbvh3EwWASt4sacRYh1V3nOEaAtCWq4lQhEVug8YBmOx6r07zZ03bVCu2i0W+RUsQ4e2B19szu2S17ZO+/9qq5PZpeKpTllpab+eDJyNrrv6oiZQeHn6o/PTvYx7zrVSXvpss0T6G09OXq6fPaQnq8NsEu2RP5v2ANdkcn0MsvylWKp88QoAeIf7/un2BjOhafjSVSicjSovcUfoxiDFG67zksYQVJZGjfKs5Rx43vTQgLUWGqVSr4PM0QvoQw8wEhkY9D</latexit>

I(Y :Z|X)

<latexit sha1_base64="JnxsrhGxF/VNzytE16nnHA0/Hw0=">AAACgHichVG7SgNBFD2u7/hI1EawSQyR2MRZCSopRLDRLibmoUbC7jrqks3usrsJaLCw9QcsrBQkiI1+g40/YJFPEMsINhbe3SyIinqHmTlz5p47Z2ZkU1Nth7FWl9Dd09vXPzAYGBoeGQ2GxsbztlGzFJ5TDM2wirJkc03Vec5RHY0XTYtLVVnjBbmy6u4X6tyyVUPfdI5MvluVDnR1X1Ukh6hyaGo9XixFSpGUO4S3wp94e7YcirIE8yL8E4g+iMKPtBFqooQ9GFBQQxUcOhzCGiTY1HYggsEkbhcN4ixCqrfPcYIAaWuUxSlDIrZC4wGtdnxWp7Vb0/bUCp2iUbdIGUaMPbEb1maP7JY9s/dfazW8Gq6XI5rljpab5eDZZPbtX1WVZgeHn6o/PTvYx5LnVSXvpse4t1A6+vrxeTubysQaM+yKvZD/S9ZiD3QDvf6qXG/wzAUC9AHi9+f+CfLzCXEhkdxIRleW/a8YwBSmEaf3XsQK1pBGjs49RRN3uBcEIS7MCWInVejyNRP4EkLqA1AtkBw=</latexit>

I(X:Y :Z)

<latexit sha1_base64="ycKLB2Ej4vYzYtAQxDU+LGhS2+s=">AAACeXichVHNLgNRGD0df1U/rZ+FxGaqIWXR3NIgFiKxYdeWUlSamXEx6XRmMjNt0pYX8AIWNkhEymPYeAGLPoJYkliw8HU6iSD4JnO/c8/9znfPvVc2NdV2GGv4hLb2js4uf3egp7evPxgaGNywjZKl8IxiaIaVlSWba6rOM47qaDxrWlwqyhrflAvLzfXNMrds1dDXnYrJd4vSga7uq4rkEJUPDa9Gs2IunAuLC27aEo+2J/OhCIsxN8SfIO6BCLxIGqFr5LAHAwpKKIJDh0NYgwSbvh3EwWASt4sacRYh1V3nOEaAtCWq4lQhEVug8YBmOx6r07zZ03bVCu2i0W+RUsQ4e2B19szu2S17ZO+/9qq5PZpeKpTllpab+eDJyNrrv6oiZQeHn6o/PTvYx7zrVSXvpss0T6G09OXq6fPaQnq8NsEu2RP5v2ANdkcn0MsvylWKp88QoAeIf7/un2BjOhafjSVSicjSovcUfoxiDFG67zksYQVJZGjfKs5Rx43vTQgLUWGqVSr4PM0QvoQw8wEhfo9D</latexit>

I(X:Y |Z)

<latexit sha1_base64="KXGSarNwAtyoPnDCPZa1ENEkO98=">AAACenichVHLSsNAFD2N7/poVQTBTdpSaRHKVIpKF1Jwozttra22pSRx1GCahCQtaPUH/AEXrhRE1M9w4w+48BPEZQU3LrxNA6JFvSFzz5y5586ZGdnUVNth7Nkn9PT29Q8MDvmHR0bHAsHxiS3bqFsKzyuGZlhFWbK5puo876iOxoumxaWarPGCfLjSXi80uGWrhr7pHJm8UpP2dXVPVSSHqGpwai22I5ZD5ZCY7qSieLIdrwYjLMHcELtB0gMReLFuBG9Qxi4MKKijBg4dDmENEmz6SkiCwSSugiZxFiHVXec4hZ+0dariVCERe0jjPs1KHqvTvN3TdtUK7aLRb5FSRJQ9sVvWYo/snr2wj197Nd0ebS9HlOWOlpvVwNl07v1fVY2yg4Mv1Z+eHexhyfWqknfTZdqnUDr6xvF5K5fORpuz7Iq9kv9L9swe6AR640253uDZC/jpAZI/r7sbbM0nkguJ1EYqkln2nmIQMwgjRve9iAxWsY487dvEJe5w7/sQwkJcmOuUCj5PM4lvIaQ+AYs5j20=</latexit>

I(Z:X|Y )

<latexit sha1_base64="n3YaxFfVmDzzU7OaifOF9Suwywc=">AAACa3ichVG7SgNBFD1ZXzE+Ek0jaiGGiIKEiQQVCwnYpPQVXR9BdtdRl+yL3UkgRn/A0sYiNgoi4mfY+AMWfoKIlYKNhTebBdGg3mV2zpy5586ZO6pj6J5g7DEktbS2tXeEOyNd3T290Vhf/5pnl1yN5zXbsF1ZVTxu6BbPC10YXHZcrpiqwdfV4kJ9f73MXU+3rVVRcXjBVPYtfU/XFEGUnBvfPJInNyZ2YgmWYn6MNIN0ABIIYtGOXWMbu7ChoQQTHBYEYQMKPPq2kAaDQ1wBVeJcQrq/z3GMCGlLlMUpQyG2SP99Wm0FrEXrek3PV2t0ikHDJeUIkuyB3bBXds9u2RP7+LVW1a9R91KhWW1oubMTPRlYef9XZdIscPCl+tOzwB5mfa86eXd8pn4LraEvH569rswtJ6tj7JI9k/8L9sju6AZW+U27WuLLNUToAdI/290M1qZS6elUZimTyM4HTxHGEEYxTv2eQRY5LCLv9/kUNZyHXqS4NCgNN1KlUKCJ41tIyU+ubowX</latexit>

H(Z|X,Y )
<latexit sha1_base64="0LyEiWt4+weOy/oLu7w0TF1+FLo=">AAACa3ichVG7SgNBFD1ZXzE+Ek0jaiGGiIKEiQQVCwnYpPQVXR9BdtdRl+yL3UkgRn/A0sYiNgoi4mfY+AMWfoKIlYKNhTebBdGg3mV2zpy5586ZO6pj6J5g7DEktbS2tXeEOyNd3T290Vhf/5pnl1yN5zXbsF1ZVTxu6BbPC10YXHZcrpiqwdfV4kJ9f73MXU+3rVVRcXjBVPYtfU/XFEGUnBuXjzYmNyd2YgmWYn6MNIN0ABIIYtGOXWMbu7ChoQQTHBYEYQMKPPq2kAaDQ1wBVeJcQrq/z3GMCGlLlMUpQyG2SP99Wm0FrEXrek3PV2t0ikHDJeUIkuyB3bBXds9u2RP7+LVW1a9R91KhWW1oubMTPRlYef9XZdIscPCl+tOzwB5mfa86eXd8pn4LraEvH569rswtJ6tj7JI9k/8L9sju6AZW+U27WuLLNUToAdI/290M1qZS6elUZimTyM4HTxHGEEYxTv2eQRY5LCLv9/kUNZyHXqS4NCgNN1KlUKCJ41tIyU+uaIwX</latexit>

H(X|Y, Z)

<latexit sha1_base64="Oy4IpM9dOdF53ha17/bi5AlxjU0=">AAACa3ichVG7SgNBFD1ZXzE+Ek0jaiGGiIKEiQQVCwnYpPQVXR9BdtdRl+yL3UkgRn/A0sYiNgoi4mfY+AMWfoKIlYKNhTebBdGg3mV2zpy5586ZO6pj6J5g7DEktbS2tXeEOyNd3T290Vhf/5pnl1yN5zXbsF1ZVTxu6BbPC10YXHZcrpiqwdfV4kJ9f73MXU+3rVVRcXjBVPYtfU/XFEGUnBvfOJInNyd2YgmWYn6MNIN0ABIIYtGOXWMbu7ChoQQTHBYEYQMKPPq2kAaDQ1wBVeJcQrq/z3GMCGlLlMUpQyG2SP99Wm0FrEXrek3PV2t0ikHDJeUIkuyB3bBXds9u2RP7+LVW1a9R91KhWW1oubMTPRlYef9XZdIscPCl+tOzwB5mfa86eXd8pn4LraEvH569rswtJ6tj7JI9k/8L9sju6AZW+U27WuLLNUToAdI/290M1qZS6elUZimTyM4HTxHGEEYxTv2eQRY5LCLv9/kUNZyHXqS4NCgNN1KlUKCJ41tIyU+uaowX</latexit>

H(Y |X,Z)

Figure A.3: 各情報量の相互関係を表す情報 Venn 図．H(X) = H(X|Y, Z) + I(X : Y |Z) +
I(Z : X|Y ) + I(X : Y : Z) や I(X : Y ) = I(X : Y |Z) + I(X : Y : Z) などの関係がある．

Neumann エントロピーが Shannon エントロピーと同等の役割をすることになる．

Quantum information theory

量子力学系における種々の情報量の相互関係とそれらが満たす不等式を与える．まず，Hilbert
空間 H が与えられたとき，H に作用する線形演算子の集合を L(H) とする．このとき，密
度演算子 ρ ∈ L(H) は，Hermite 性: ρ† = ρ，半正定値性: ρ ≥ 0 を満たし，規格化条件:

Tr[ρ] = 1 を満たす．物理系 A,B およびそれぞれの Hilbert 空間を HA,HB とする．このと
き物理系 A,B からなる複合系 A + B の量子状態を与える密度演算子 ρA+B ∈ L(HA+B) は
一般に次のように表現できる．

ρA+B =
∑
ij

pij ρA,i ⊗ ρB,j =
∑
ijkl

cijkl |ϕA,i〉〈ϕA,j| ⊗ |ϕB,k〉〈ϕB,l| (A.52)

ここで，|ϕA,i〉 ∈ HA および |ϕB,i〉 ∈ HB は HA および HB のそれぞれの規格化された完全系
である．複合系 A+B がこの状態にあるとき，部分系 B をトレースアウトすると次を得る．

ρA = TrB

[∑
i

pij ρA,i ⊗ ρB,j

]
=
∑
ijk

cijkk |ϕA,i〉〈ϕA,j| (A.53)

このようにして得られた ρA は密度演算子となっており，部分系 A の部分密度行列と呼ぶ．
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密度行列 ρ の von Neumann エントロピーは次のように定義される．

S = −Tr[ρ log ρ] (A.54)

部分系 A のエンタングルメントエントロピー (EE) (2.1): SA は部分密度行列 ρA に対する
von Neumann エントロピーとなっている．量子系では密度行列が量子状態の確率分布を与
えるので， von Neumann エントロピーは Shannon エントロピーのある種の一般化となって
いる．古典情報理論と同様にして複合系 A+B において，部分系 A と B の間の相互情報量
IA:B を次のように定義することができる．

IA:B = SA + SB − SA+B (A.55)

また，三者間相互情報量 IA:B:C も同様に定義される．

IA:B:C = SA + SB + SC − SA+B − SB+C − SC+A + SA+B+C (A.56)

von Neumann エントロピーが満たす不等式をまとめる．ここで複合系 A + B + C を考
えると，各部分系の EE の間には次の強劣加法性不等式が成り立つ．

SA+B+C + SB ≤ SA+B + SB+C (A.57)

次の不等式はこの式 (A.57) と等価であり，同様に強劣加法性不等式と呼ばれる．

SA + SB ≤ SA+C + SB+C (A.58)

空集合 ∅ の von Neumann エントロピーは S∅ = 0 であることに注意して，これらの不等
式 (A.57),(A.58) で B を空集合にしたあと，適当に記号を書き直すことで次の不等式が得ら
れる．

|SA − SB| ≤ SA+B ≤ SA + SB (A.59)

この式の左辺と中辺の関係を Araki-Lieb不等式，中辺と右辺の関係を劣加法性不等式という．
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Appendix B

CFT

共形場理論 (CFT) で扱う基本的な概念をまとめる．まず，一般次元の CFT においてプライ
マリー場や量子状態を導入する．その後，1 + 1 次元 CFT に特有の性質についてまとめる．

B.1 Conformal symmetry in higher dimension

Conformal algebra

Rp,q と局所的に微分同相で，計量テンソル gµν(x) が定義された d 次元時空を扱う．ここで
局所平坦座標系における計量テンソルの負符号の成分が p 個，正符号の成分が q 個あるとす
る．1次の変換を Weyl 変換という．

gµν(x) −→ Ω(x)2 gµν(x) (B.1)

例えば，Polyakov 作用は Weyl 変換に対し不変である．座標変換 φ : xµ 7−→ x′µ による変換
後の計量テンソル g′µν(x

′) がもとの計量テンソル gµν(x) とWeyl 変換によって結びつく場合，

g′µν(x
′) =

∂xρ

∂x′µ
∂xσ

∂x′ν
gρσ(x) = Ω(x)2 gµν(x) (B.2)

であり，この座標変換 φ を共形変換と呼ぶ．共形変換はベクトルの内積を不変に保つとは限
らないが，ベクトル間の角度を不変に保つ．一般座標不変かつ Weyl 不変な理論において，
計量を背景場として取り扱うと共形不変な理論になる．これ以降の議論は断りがなければ計

1数学の文献でよく見る記法では，正符号の成分が p 個，負符号の成分が q 個あると定義され，不定特殊直
交群 SO(p+ 1, q + 1) も対応した回転変換の群であるとされる．この文献ではこれらの符号に関して逆の定義
をする．
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量は背景場とし，大域的に平坦な d 次元 Euclid 空間 (p, q) = (0, d) もしくは Minkowski 時
空 (p, q) = (1, d− 1) のみを扱い，ηµν をそれぞれの平坦計量を表すとしてどちらのものかを
区別せずに表記する．
共形変換が満たす性質をまとめる．式 (B.2) の両辺の行列式を比較すれば

Ωd =

∣∣∣∣ ∂xµ∂x′ν

∣∣∣∣ (B.3)

であることが分かる．無限小変換 x′µ = xµ + ϵµ(x) を考えると，次の共形 Killing 方程式が
得られる．

∂µϵν(x) + ∂νϵµ(x) =
2

d
∂ρϵ

ρ(x)ηµν (B.4)

d > 2 のとき，この方程式 (B.4)の一般解は定数 λ，定数ベクトル aµ, bµ, 反対称な定数行列
ωµ

ν を用いて次のように書ける．

ϵµ(x) = aµ + ωµ
νx

ν + λxµ +
(
x2bµ − 2bνx

νxµ
)

(B.5)

これらは順に無限小の並進，回転，スケール変換，特殊共形変換を表し，それぞれに対応す
る生成子は次の通り．

Pµ = −i∂µ, (B.6)

Mµν = −i(xµ∂ν − xν∂µ), (B.7)

D = −ixµ∂µ, (B.8)

Kµ = −i
(
x2∂µ − 2xµx

ν∂ν
)

(B.9)

本論文では各生成子の相対符号をこのように定義する．すると，これらの演算子の交換関係
で非自明なものは次の通り．

[D,Pµ] = iPµ, (B.10)

[D,Kµ] = −iKµ, (B.11)

[Pµ,Kν ] = 2i(ηµνD −Mµν), (B.12)

[Mµν ,Pρ] = i(ηµρPν − ηνρPµ), (B.13)

[Mµν ,Kρ] = i(ηµρKν − ηνρKµ), (B.14)

[Mµν ,Mρσ] = i(ηµρMνσ − ηνρMµσ − ηµσMνρ + ηνσMµρ) (B.15)
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このように代数が閉じるので上記の変換の生成子の組を共形代数と呼ぶ．共形代数から導か
れる Rp,q 上での共形変換群は SO(p + 1, q + 1) に同型なので非コンパクトな単純群である．
d = 2 の場合は，上記の変換を包含するより広い変換が共形変換に属することを後の節で
見る．

Primary field

場の変換性について見る．共形変換群の既約表現に属する場 ϕa(x) は次のように変換するこ
とがわかる．

Pµ ϕ
a(x) = −i∂µϕa(x), (B.16)

Mµν ϕ
a(x) = −i(xµ∂ν − xν∂µ)ϕ

a(x) + i(Sµν)
a
b ϕ

b(x), (B.17)

Dϕa(x) = −ixµ∂µϕa(x)− i∆ϕa(x), (B.18)

Kµ ϕ
a(x) = −i

(
x2∂µ − 2xµx

ν∂ν
)
ϕa(x) + 2i(∆xµ − Sµνx

ν)abϕ
b(x) (B.19)

ここで Sµν は既約行列で，∆ は ϕa(x) のスケーリング次元と呼ばれる．通常，量子論におい
てスケーリング次元は実数で下限値をもつ．これらの演算子も式 (B.10) ∼ (B.15) と同様の
交換関係を満たす．有限の共形変換に対する場の変換性は，系の並進不変性から x = 0 にお
ける変換性を考えれば十分で，スカラー場 ϕ(x = 0) の場合，並進とスケール変換のみが非自
明である．例えば，有限のスケール変換 x′µ = eωxµ を考えると，ϕ′(x′ = 0) = e−ω∆ ϕ(x = 0)

で，より一般にスカラー場は次のように変換する．

ϕ′(x′) =

∣∣∣∣∂x′µ∂xν

∣∣∣∣−∆
d

ϕ(x) (B.20)

テンソル場 Tµ1···µs(x) の変換性は，Sµν と ∆ が可換で， Tµ1···µs(x)dx
µ1 · · · dxµs がスカラー

であることから次のようになる．

T ′
µ1···µs

(x′) =

∣∣∣∣∂x′µ∂xν

∣∣∣∣−∆−s
d ∂xν1

∂x′µ1
· · · ∂x

νs

∂x′µs
Tν1···νs(x) (B.21)

このような変換性をもつ場を d > 2 のときにはプライマリー場と呼び，d = 2 のときには準
プライマリー場と呼ぶ．特に，プライマリー場が Kµ ϕ

a(x = 0) = 0 という性質をもつことは
次に見る状態-演算子対応において重要である．

Quantum conformal field theory

Minkowski 時空 R1,d−1 上の共形場理論の量子状態と場の演算子について見る．Weyl 不変性
を持ち，(逆) Wick 回転により Lorentzian な理論と Euclidean な理論が等価な場合のみを扱
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う．Wick 回転を一度実行したあと Euclid 空間 R0,d から始める．この Euclid 空間は

ds2 = dr2 + r2dΩ2
d−1 = e2τE

(
dτ 2E + dΩ2

d−1

)
= e2iτ

(
−dτ 2 + dΩ2

d−1

)
(B.22)

のように Lorentzian なシリンダー R × Sd−1 と Weyl 変換により移り合う．ここで逆 Wick

回転 τE → iτ をした．したがって，Minkowski 時空 R1,d−1 上での理論と Lorentzian なシリ
ンダー R×Sd−1 上での理論は等価になる．そこで共形場理論では Minkowski 時空 R1,d−1 上
の Hilbert 空間 H とシリンダー R × Sd−1 上の Hilbert 空間 H̃ を同時に扱う．本論文では
諸量がどちらの空間で定義されているかを明確にするために R×Sd に関する量は H̃ のよう
にチルダをつけて区別する．
まず Minkowski時空上の Hilbert空間 H を考える．この Hilbert空間 H に作用する共形

変換の生成演算子 Pµ,Mµν , D,Kµ は式 (B.10) ∼ (B.15) と同様の交換関係を満たすエルミー
ト演算子である．真空 |0〉 ∈ H はエネルギー最低状態で，Pµ,Mµν , D,Kµ を作用しても不変
であるとする．

Pµ |0〉 =Mµν |0〉 = D |0〉 = Kµ |0〉 = 0 (B.23)

H に作用する局所演算子でプライマリー場と同じ変換性を持つものをプライマリー演算子と
呼ぶ．すなわち，H に作用する局所演算子 O(x) のうち，これらの生成子によって次の交換
関係を満たすものをスケーリング次元 ∆ をもつプライマリー演算子と呼ぶ．

[Pµ,O(x)] = i∂µO(x), (B.24)

[Mµν ,O(x)] = i(xµ∂ν − xν∂µ)O(x)− iSµν O(x), (B.25)

[D,O(x)] = ixµ∂µO(x) + i∆O(x), (B.26)

[Kµ,O(x)] = i
(
x2∂µ − 2xµx

ν∂ν
)
O(x)− 2i(∆xµ − Sµνx

ν)O(x) (B.27)

特に，プライマリー演算子は [Kµ,O(x = 0)] = 0 を満たす．また [D,Pµ] = iPµ から Pµ を
プライマリー演算子に作用させるとスケーリング次元が 1 大きい演算子が得られる．このよ
うにして得られる演算子をディセンダント演算子という．これらの演算子がシリンダー上の
量子状態と一対一対応することをこれから見る．
次にシリンダー上の Hilbert 空間 H̃ を考える．xµ = rnµ として，並進，スケール変換，
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特殊共形変換 のそれぞれの生成子 (B.6), (B.8), (B.9) をシリンダー上の座標系で表示すると

P̃µ = ie−iτ

[
inµ

∂

∂τ
−
(
δ ν
µ − nµn

ν
) ∂

∂nν

]
, (B.28)

D̃ = − ∂

∂τ
, (B.29)

K̃µ = −ieiτ
[
inµ

∂

∂τ
+
(
δ ν
µ − nµn

ν
) ∂

∂nν

]
(B.30)

である．H̃ に作用する演算子を P̃µ, M̃µν , D̃, K̃µ などとすると iD̃ はシリンダー上での時間
並進の生成子で，符号に注意して H̃ := −iD̃ はハミルトニアン演算子となっている．また，
(B.28), (B.30) および演算子の交換関係から P̃ †

µ = K̃µ となる．特に，[
H̃, P̃µ

]
= P̃µ, (B.31)[

H̃, K̃µ

]
= −K̃µ, (B.32)[

P̃µ, K̃ν

]
= −2

(
ηµνH̃ + iM̃µν

)
(B.33)

なので P̃µ, K̃µ は系のエネルギーを ±1 する．そこで K̃µ によって消える H̃ の固有状態をプ
ライマリー状態と呼び，プライマリー状態に P̃µ を作用させて得られる状態をディセンダン
ト状態という．
状態-演算子対応についてまとめる．Minkowski時空上のプライマリー演算子とシリンダー

上のプライマリー状態は一対一対応している．まず，H̃ における共形不変なエネルギー最低
状態を

∣∣0̃〉 とする．このとき Minkowski 時空上の局所演算子 O(x) が x = 0 にあるとき，シ
リンダー上の状態

∣∣∣Õ〉 := Õ(τ = −∞)
∣∣0̃〉 を定義できる．特に，O(x) がプライマリー演算

子なら対応する状態はプライマリー状態で唯一に定まり，その逆も言える．これはディセン
ダント演算子とディセンダント状態の対応関係を自然に誘導し，まとめて状態-演算子対応と
いう．ここで O(x) のスケーリング次元が ∆ のとき，

H̃
∣∣∣Õ〉 = −i[D,O(x = 0)]

∣∣0̃〉 = ∆
∣∣∣Õ〉 , K̃µ

∣∣∣Õ〉 = 0 (B.34)

となり，対応するプライマリー状態
∣∣∣Õ〉 は固有値 ∆ をもつハミルトニアンの固有状態

∣∣∣Õ〉
で，特殊共形変換で消えることが確かめられる．ここでハミルトニアンはエルミート性から
∆ は実数であることがわかる．
次にBPZ共役について述べる．エルミート共役な状態

〈
Õ
∣∣∣ = 〈0̃∣∣ Õ†(τ = −∞) に関して

離散的な共形変換である反転変換 x′µ = x−2xµ を考える．反転変換はシリンダー上で τ ′ = −τ
によって実現され，|∂x′µ/∂xν | = e−2diτ |δµν − nµnν | = e−2diτ である．例えば，スケーリング
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次元が ∆ のスカラープライマリー演算子の場合， Õ′(−τ) = e2i∆τ Õ(τ) のように変換する．
そこで，

〈
Õ
∣∣∣ = limτ→∞

〈
0̃
∣∣ e2i∆τ Õ†(τ) のようにできる．Euclidean なシリンダー上では〈

Õ
∣∣∣ = lim

τE→∞

〈
0̃
∣∣ e2∆τEÕ†(τE) (B.35)

であり，これを
∣∣∣Õ〉 の BPZ 共役という2．

シリンダー上で共形代数のユニタリ表現の構成をする．その準備として SU(2) のユニタ
リ表現の構成方法を復習しておくと良い．su(2) 代数は

[Sz, S+] = S+, (B.36)

[Sz, S−] = −S−, (B.37)

[S+, S−] = 2Sz (B.38)

である．ここで S2 |s, sz〉 = s(s+1) |s, sz〉 を満たす全角運動量 S2 = S−S++Sz(Sz +1) の固
有ベクトルの内，Sz |s, s〉 = s |s, s〉 , S+ |s, s〉 = 0, s ∈ R となる最高ウェイトベクトル |s, s〉
の存在を仮定する．S± は Sz の固有値を ±1 し，Sz の固有値が s− n の固有ベクトルを作
る．このように作られた規格化をする前のベクトルを |s, s− n〉 , n ≥ 0 と書き，これらすべ
ての固有ベクトルによって張られる無限次元の空間 Vs は最高ウェイト s の Verma 加群とな
る．ここで，

〈s, s− n|S−S+ |s, s− n〉 = n(2s− n+ 1) 〈s, s− n|s, s− n|s, s− n|s, s− n〉 (B.39)

〈s, s− n|S+S− |s, s− n〉 = (2s− n)(n+ 1) 〈s, s− n|s, s− n|s, s− n|s, s− n〉 (B.40)

なので，2s − n ≥ 0 でないとノルムが負のベクトルが現れる．SU(2) のユニタリ表現では
2s が整数となる必要があり，|s, s− n〉 , (n > 2s) は零ベクトルであるとみなして取り除き，
|s, s− n〉 , (0 ≤ n ≤ 2s) からなる有限次元で既約な Verma 加群のみを扱う．
共形代数の場合，スケーリング次元が ∆ のプライマリー状態 |∆〉 に P̃µ を何度も作用さ

せ，すべてのディセンダント状態からなる最低ウェイト ∆ の Verma 加群 V∆ を作る3．この
Verma 加群は一般に可約である．例えば，エネルギー運動量テンソルに対応する状態

∣∣∣T̃µν〉
から得られる P̃ µ

∣∣∣T̃µν〉 は保存則からゼロベクトルであるので，既約表現を得るにはこの状
態を取り除く必要がある．Verma 加群のユニタリな既約表現を得るには K̃µ によって消える

2Euclidean な理論におけるエルミート共役を取るときには Wick 回転により虚数単位が消えているので注
意が必要である．例えば，Õ(τE) = eHτE Õ(0)eHτE のとき Õ†(τE) = e−HτE Õ†(τE)e

HτE である．
3これは最低ウェイト状態から Verma 加群を構成することになっている．しかし，共形場理論の文献ではこ

の最低ウェイト状態を最高ウェイト状態と呼ぶことが慣例になっている．
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ディセンダント状態として定義される特異ベクトルと，特異ベクトルから生成されるすべて
のディセンダント状態を取り除く必要がある．このようにして得られたユニタリ表現を使え
ば，シリンダー上のユニタリ性に関する条件をもとに Minkowski 時空上のユニタリ性に関す
る条件を与えることができる．例えば，スケーリング次元が ∆ のスカラープライマリー状
態
∣∣∣Õ〉 ∈ H̃ に対し，〈

P̃µÕ
∣∣∣P̃νÕ

〉
=
〈
Õ
∣∣∣K̃µP̃ν

∣∣∣Õ〉 = −
〈
Õ
∣∣∣2i(ηµνD̃ − M̃µν

)∣∣∣Õ〉 = 2ηµν∆ (B.41)

であり，ユニタリな場の理論では ∆ ≥ 0 となる必要がある．このような制限をユニタリバウ
ンドと呼ぶ4．

Conformal symmetry and correlation function

共形対称性は相関関数の形を強く制限する．例えば，相関関数は次の意味で並進不変である．

〈0|[Pµ, O1(x1) · · ·On(xn)]|0〉 = 0 (B.42)

ここで Oi(xi) は局所演算子の組である．このような相関関数は常にプライマリー演算子の
相関関数の組合わせで表現できるので，以下では Oi(xi) はスケーリング次元 ∆i をもつスカ
ラープライマリー演算子であるとする．まず一点相関関数について，並進不変性から

i
∂

∂xµ1
〈0|O1(x1)|0〉 = 0 =⇒ 〈0|O1(x1)|0〉 = const. (B.43)

であり，さらにスケール変換不変性から

i

(
xµ1

∂

∂xµ1
+∆1

)
〈0|O1(x1)|0〉 = 0 =⇒ ∆1 = 0 or 〈0|O1(x1)|0〉 = 0 (B.44)

なので恒等演算子のみが非自明な一点相関関数である．
ここで xij := xi − xj とすると， 同様の議論から並進および回転で不変な一般の相関関

数は |xij| のみの関数であることが言える．これを踏まえて，二点相関関数を g(x1, x2) と書
くことにすると，スケール変換および特殊共形変換不変性から

g(x1, x2) ∝
δ∆1,∆2

|x12|∆1+∆2
(B.45)

のように決まり，三点相関関数 g(x1, x2, x3) は

g(x1, x2, x3) ∝
1

|x12|∆1+∆2−∆3 |x23|∆2+∆3−∆1 |x31|∆3+∆1−∆2
(B.46)

4不定値計量を扱うのは面倒なので Euclidean な理論で考えると良い．スピンを持つ演算子の場合，スケー
リング次元に対する下限値はより厳しくなる．

67



のように共形対称性から完全に決定される．四点以上の相関関数は共形不変性だけからは完
全に決定されないが，四点相関関数の場合は次の形にまでは制限される．

g(x1, x2, x3, x4) =
1

x∆1+∆2
12 x∆3+∆4

34

(
x24
x14

)∆1−∆2
(
x14
x13

)∆3−∆4

f(u, v) (B.47)

ここで u = x12x34/x13x24, v = x14x23/x13x24 は交差比と呼ばれる共形不変な量で，f は適当
な関数である．特に，(x1, x2, x3, x4) = (0, u, 1,∞) としたとき，次のように規格化された四
点相関関数を G1234(u) と書くことにすると

G1234(u) = lim
x4→∞

x2∆4
4 g(0, u, 1, x4) = u−h1−h2f(u, v) (B.48)

なので，一般の四点相関関数 g(x1, x2, x3, x4) を G1234(u) を用いて次のように書くことがで
きる．

g(x1, x2, x3, x4) =

(
x34

x13x14

)∆1
(
x14x34
x13x224

)∆2
(

x14
x13x34

)∆3
(

x13
x14x34

)∆4

G1234(u) (B.49)

これらの多点相関関数に関する性質は，d 次元共形変換群を d+ 2 次元空間の回転群とみな
すと比較的簡単に得ることができる．具体的には，その d+ 2 次元空間における不変な相関
関数を評価し，もとの空間に射影すればよい ．

B.2 CFT1+1

Primary field

d = 2 次元の Minkowski 時空 R1,1 を Wick 回転した Euclid 空間 R2 を扱う．線素が ds2 =

dx20 + dx21 である直交座標系 (x0, x1) において共形 Killing 方程式 (B.4) は Cauchy–Riemann

の方程式になる．
∂ϵ1

∂x1
=
∂ϵ2

∂x2
,
∂ϵ1

∂x2
= − ∂ϵ2

∂x1
(B.50)

さらに z = x0 + ix1, z̄ = x0 − ix1 によって複素座標 (z, z̄) に移ると，計量テンソルの非自
明な成分は gzz̄ = gz̄z = 1/2 のみである．この座標系において 2 次元時空における共形変換
は正則関数 (holomorphic function) f(z) によって表現される．

z 7−→ z′ = f(z), z̄ 7−→ z̄′ = f(z) (B.51)
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無限小共形変換 z′ = z + ϵ(z) を z = 0 周りで Laurent展開すると，共形変換の生成子 ℓn が
定義できる．

z 7−→ z′ = z +
∑
n∈Z

ϵnz
n+1, ℓn = −zn+1 ∂

∂z
(B.52)

これらの生成子は次のような Witt 代数 {ℓn|n ∈ Z} をなす．

[ℓm, ℓn] = (m− n)ℓm+n (B.53)

ℓ−1, ℓ0, ℓ1 は並進，回転かつスケール変換，特殊共形変換の生成子で共形代数を成す．d = 2

の場合，これらを大域的共形変換と呼び，共形代数の既約表現に属する場を準プライマリー
場と呼ぶ．一方で，大域的でない共形変換を局所的共形変換と呼ぶ．Witt 代数の既約表現に
属する場の変換性は [ℓ0, ℓn] = −nℓn と高次元共形場の変換性 (B.16)～(B.19) との類似性に
注意すると

Ln ϕ
a(z, z̄) = zn+1 ∂

∂z
ϕa(z, z̄) + (n+ 1)h zn ϕa(z, z̄), (B.54)

L̄n ϕ
a(z, z̄) = z̄n+1 ∂

∂z̄
ϕa(z, z̄) + (n+ 1) h̄ z̄n ϕa(z, z̄) (B.55)

となり，このような場をプライマリー場と呼ぶ．ここで h, h̄ は z = 0 における L0, L̄0 の固
有値でプライマリー場の共形ウェイトと呼ばれる．これらはスケーリング次元 ∆ およびス
ピン s と次のの関係がある．

∆ = h+ h̄, s = h− h̄ (B.56)

プライマリー場の有限共形変換に対する変換性は次のように与えられる．

ϕ′(z′, z̄′) =

(
∂z′

∂z

)−h(
∂z̄′

∂z̄

)−h̄

ϕ(z, z̄) (B.57)

Energy momentum tensor and Weyl anomaly

エネルギー運動量テンソルを定義し，Weyl アノマリーが存在する場合の座標変換性につい
てまとめる．まず，平坦とは限らない背景場でない一般の計量を gµν，それ以外の場の力学
変数を X として，その一般座標不変な作用 S[X, gµν ] を考える．gµρδgρν + (δgµρ)gρν = 0 に
注意して，力学変数 X を固定して計量のみを変分する．

δS[gµν ] := S[X, gµν + δgµν ]− S[X, gµν ] = − 1

4π

∫
M
d2x
√
g(x)Tµν(x)δg

µν(x) (B.58)
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ここでM は時空全体を表す．このとき，エネルギー運動量テンソル Tµν は次のように定義
される5．

Tµν(x) = − 4π√
g(x)

δS[gµν ]

δgµν(x)
(B.59)

このように定義されたエネルギー運動量テンソル Tµν は対称テンソル Tµν(x) = Tνµ(x) であ
り，また作用 S[X, gµν ] が一般座標変換不変であるならエネルギー運動量テンソル Tµν は保
存則 ∇µTµν(x) = 0 を満たす．さらに作用 S[X, gµν ] が Weyl 不変であるなら，エネルギー運
動量テンソル Tµν はトレースレス gµν(x)Tµν(x) = 0 である．以上の条件からエネルギー運
動量テンソルの四つの成分のうち独立なものは Tzz, Tz̄z̄ の 2 つである．特に，保存則から

∂

∂z̄
Tzz = 0,

∂

∂z
Tz̄z̄ = 0 (B.60)

なので T (z) := Tzz, T̄ (z̄) := Tz̄z̄ のように正則成分と半正則成分に分かれる．
古典的に Weyl 不変な理論であっても，量子場の理論では Weyl 不変性が破れることがあ

る．量子場の理論において相関関数を計算する際には有効作用や経路積分を用いることにな
るが，どちらにしても Weyl 不変性が破れ [51, 52]，d = 2 次元の理論では次の Weyl アノマ
リーが存在することになる．

gµν(x) 〈Tµν(x)X〉 = − c

12
R(x) 〈X〉 (B.61)

ここで R は背景時空の Ricci スカラーである．また c は無次元のパラメータで，共形場理論
の中心電荷と呼ばれる．Weyl アノマリーが存在する場合のエネルギー運動量テンソルの座
標変換則について見ておく．(w, w̄) をこれまでの平坦な (z, z̄) から正則関数による座標変換
w = f−1(z) によって得られた複素座標とする．計量テンソルは

gww̄ = gzz̄f
′(w)f̄ ′(w̄) =

1

2
f ′(w)f̄ ′(w̄) (B.62)

と変化する．Levi-Civita 接続 Γµ
νσ の非自明な成分は二つだけで，一つは

Γw
ww =

f ′′(w)

f ′(w)
=: Pf(w) (B.63)

であり， ここで Pf(w) は f(w) の pre-Schwarz 微分である．もう一つは w を w̄ に置き換
えたもので，これ以降省略する．次に R = 2gµνRµν および Rww̄ = −∂w̄ Pf(w) を用いると，

∇wR = ∂w(4g
ww̄Rww̄) = −4gww̄∂w̄

{
∂w Pf(w)−

1

2
(Pf(w))2

}
=: −4gww̄∂w̄ Sf(w) (B.64)

5エネルギー運動量テンソルをこの 1/2π 倍として定義する流儀もあるので，文献ごとの定義に注意してほ
しい．それに伴い，エネルギー運動量テンソルの正則部分や Weyl アノマリーの定義も定数倍だけ異なる場合
がある．
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であり，ここで Sf(w) は f(w) の Schwarz 微分である．ここで Weyl アノマリーの関係式
(B.61) およびエネルギー運動量テンソルの保存則 ∇µTµν(x) = 0 から

− c

12
∇wR = ∂w(4g

ww̄Tww̄) = 4∇w̄Tw̄w = −4∇wTww = −4gww̄∂w̄Tww (B.65)

式 (B.64) から式 (B.65) を引いたものはゼロベクトルの正則成分であるから，座標系に依ら
ず次の式が成り立つ．

gww̄∂w̄

(
Tww +

c

12
Sf(w)

)
= 0, gww̄∂w

(
Tw̄w̄ +

c

12
S̄f̄(w̄)

)
= 0 (B.66)

正則関数による座標変換を行う限り，成分ごとにこれらの式が成り立つ．f(w) を恒等写像に
とり，もともとの座標 (z, z̄) で書き直したものと成分を比較すると，

gww̄∂w̄

(
Tww +

c

12
Sf(w)

)
= gzz̄∂z̄Tzz = gww̄∂w̄

(
f ′(w)2 Tzz

)
(B.67)

なので，次の微分方程式を得る．

∂w̄

(
f ′(w)2 Tzz − Tww +

c

12
Sf(w)

)
= 0 (B.68)

f(w) が一次分数変換の場合，Sf(w) = 0 であり，R = 0 であるから f ′(w)2 Tzz = Tww と
なる．この条件からこの微分方程式の解が一意に定まる．Sf(w) は特異点を除き正則なので
Tww も特異点を除き正則である．したがって，Weyl アノマリーが存在する場合でもエネル
ギー運動量テンソルは正則成分と反正則成分に分離できて，共形変換 z′ = f(z) に対してエ
ネルギー運動量テンソルの正則成分は次のように変換する．

T ′(z′) =

(
dz

dz′

)2(
T (z)− c

12
Sf(z)

)
(B.69)

反正則成分に関しても同様で，この変換則は (z, z̄) および (z′, z̄′) が平坦でない一般の場合で
も成り立つことを注意しておく．また，無限小共形変換 z′ = z + ϵ(z) に対し，エネルギー運
動量テンソルは

δT := T ′(z)− T (z) = ϵ(z)∂zT + 2(∂zϵ(z))T +
c

12
∂3z ϵ(z) (B.70)

のように変換する．したがって，エネルギー運動量テンソルは準プライマリー演算子である
がプライマリー演算子でない．
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Correlation function and Ward identity

エネルギー運動量テンソルと Virasoro 演算子の関係を与え，Weyl アノマリーの大きさ c と
Virasoro 代数の中心電荷との関係を与え，最後に BPZ 方程式 (B.98) を導く．
エネルギー運動量テンソルが無限小共形変換の生成子であることをみるために Ward 恒

等式を導く．ϕ を理論の基本的な力学変数とし，それによって作られる N 個のプライマリー
場 Φi の相関関数を考える．〈

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
:=

∫
Dϕ

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)e
−S[ϕ] (B.71)

経路積分測度 Dϕ の共形不変性を仮定し，共形変換とは限らない無限小微分同相変換 z′ =

z + ϵ(z, z̄) をする．このとき δgzz = −4∂zϵ(z, z̄), δg
z̄z̄ = −4∂z̄ ϵ̄(z, z̄) であり，ϕ の変換を

ϕ′(z′) = ϕ(z) + δϕ(z) と書く．このとき，計量を固定して力学変数のみを変分した作用を
δS[ϕ] と書くと，微分同相不変性 δS[ϕ] + δS[gµν ] = 0 に注意して，式 (B.58) から次の関係を
得る．

δS[ϕ] = − 1

π

∫
M
d2x

(
T (z)∂z̄ϵ(z, z̄) + T̄ (z̄)∂z ϵ̄(z, z̄)

)
(B.72)

したがって，次の Ward 恒等式が得られる．
n∑

i=1

〈Φ1(z1, z̄1) · · · δΦi(zi, z̄i) · · ·ΦN(zN , z̄N)〉

+
1

π

∫
M
d2x

〈
(T (z)∂z̄ϵ(z, z̄) + T (z̄)∂z ϵ̄(z, z̄))

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
= 0 (B.73)

ここで ϵ が時空全体で正則関数となる大域的無限小共形変換の場合を考えると，M 全域で
∂z̄ϵ(z) = ∂z ϵ̄(z̄) = 0 なので相関関数は変化しない．

n∑
i=1

〈Φ1(z1, z̄1) · · · δΦi(zi, z̄i) · · ·ΦN(zN , z̄N)〉 = 0 (B.74)

次に大域的とは限らない無限小共形変換を考える．Ω をすべての zi を含む領域とし，ϵ(z, z′)
を Ω 上で正則関数とすると Stokesの定理によって次のようになる．

n∑
i=1

〈Φ1(z1, z̄1) · · · δΦi(zi, z̄i) · · ·ΦN(zN , z̄N)〉

=
n∑

i=1

[∫
Cz=zi

dz
ϵ(z)

2πi

〈
T (z)

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
−
∫
Cz=zi

dz̄
ϵ̄(z̄)

2πi

〈
T̄ (z̄)

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉]
(B.75)
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ここで Cz=zi はそれぞれの zi のみを左回りに囲む ( z̄i のみを右回りに囲む)十分小さい経路
で，−∂Ω から積分経路の変更により作られる．特に，Φi がすべてプライマリー演算子の場
合，その変換則を代入すると次の関係が得られる．〈

T (z)
N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
=

N∑
i=1

[
hi

(z − zi)2
+

1

z − zi

∂

∂zi

]〈 N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
(B.76)

ここで，hi は各プライマリー演算子の共形ウェイトである．また，式 (B.75)に大域的共形
変換 ϵ(z) = ϵ−1 + ϵ0z + ϵ1z

2 を代入すると，式 (B.74)との整合性から，任意の ϵ−1,0,1 に対
して留数の和が相殺する必要がある．この条件から czi = −∂zi log 〈Φ1(z1, z̄1) · · ·ΦN(zN , z̄N)〉
に関して次の三つの関係式が得られる．

N∑
i=1

czi = 0,
N∑
i=1

czizi −
N∑
i=1

hi = 0,
N∑
i=1

cziz
2
i − 2

N∑
i=1

hizi = 0 (B.77)

したがって，三点相関関数までは大域的共形変換によって完全に決定される．これは前節 B.1

の最後で議論した相関関数の性質と整合的である．
次に，エネルギー運動量テンソルと Virasoro 演算子の関係を与えるために，エネルギー

運動量テンソルを 2つ含む関係式を考える．もう一度変分を行うと次の関係が得られる．

〈(δT )(z0)X(z1, · · · , zn)〉+ 〈T (z0)δX(z1, · · · , zn)〉

+
n∑

i=0

∫
Ci

dz
ϵ(z)

2πi
〈T (z)T (z0)X(z1, · · · , zn)〉 = 0 (B.78)

ここで X は他のプライマリー演算子をまとめたもので，反正則部分については省略した．
式 (B.70) とこの式から T (z)T (w) の極は次のようになる．

T (z)T (w) =
c/2

(z − w)4
+

2

(z − w)2
T (w) +

1

z − w

∂

∂w
T (w) + (regular terms) (B.79)

エネルギー運動量テンソルを二つ以上含む場合，平坦な時空においても Weyl アノマリーの
影響が現れる．以上の Ward 恒等式の議論から

Q(ϵ) = − 1

2πi

∫
Cz=0

dz ϵ(z)T (z) (B.80)

として定義される演算子 Q(ϵ) は [Q(ϵ),Φ(z)] = −δΦ(z) を満たし，無限小共形変換 z′ =

z + ϵ(z) の生成演算子となっている．特に，ϵ(z) = −zn+1, n ∈ Z としたときの生成子を

Ln :=
1

2πi

∫
Cz=0

dz zn+1T (z) (B.81)
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と書くと，Ln は Virasoro代数を満たす演算子となっている．Virasoro代数 {Ln|n ∈ Z}∪{C}
は Witt 代数 {ℓn|n ∈ Z} の中心拡大であり，その代数は次のように与えられる．

[Lm,Ln] = (m− n)Lm+n +
c

12
m(m+ 1)(m− 1)δm+n,0 (B.82)

[Lm, c] = [c, c] = 0 (B.83)

最後に，ディセンダント演算子を挿入した相関関数について見る．ϕ を共形ウェイト h の
プライマリー演算子としてディセンダント演算子 L−nϕ を考える．

L−nϕ(z) =
1

2πi

∫
Cw=z

dw (w − z)−n+1T (w)ϕ(z) (B.84)

すると，Φi をウェイト hi のプライマリー場として，積分経路を適当に取り直せば次の関係
を得る．〈

L−nϕ(z)
N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
=

N∑
i=1

[
(n− 1)hi
(zi − z)n

− 1

(zi − z)n−1

∂

∂zi

]〈
ϕ(z)

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
(B.85)

n = 1 の場合には積分経路を変更せずに次の関係が得られる．〈
L−1ϕ(z)

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
=

∂

∂z

〈
ϕ(z)

N∏
i=1

Φi(zi, z̄i)

〉
(B.86)

BPZ equation

Virasoro 代数の表現を構成し，特異ベクトルの存在条件を与え，BPZ 方程式を導く．まず，
L0 はシリンダー上の対称性変換の生成子なので，シリンダー上の Hilbert 空間 H̃ に作用す
る演算子 L0 は Hermite 演算子である．また，

[L0, Ln] = −nLn (B.87)

なので Ln>0 は L0 の固有値を n 下降させる演算子であり，Ln<0 は L0 の固有値を n 上昇さ
せる演算子になっている．そこで高次元の共形場の場合と同様，シリンダー上の Hilbert 空
間 H̃ で

L0 |c, h〉 = h |c, h〉 , (B.88)

∀Ln>0 |c, h〉 = 0, (B.89)

となるウェイトが hの最低ウェイト状態 |c, h〉を考える．ウェイト hの Verma module V (c, h)

の元は L−n1L−n2 · · · |c, h〉 のように表され， N = n1 + n2 + · · · , (ni > 0) をレベルという．
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レベル 0 の状態をプライマリー状態，レベル 1 以上の状態をディセンダント状態という．
∣∣0̃〉

を ∀Ln≥−1

∣∣0̃〉 = 0 となる真空として，プライマリー場とプライマリー演算子の間に∣∣∣Õ〉 = lim
z,z̄→0

Õ(z, z̄)
∣∣0̃〉 , (B.90)〈

Õ
∣∣∣ = lim

z,z̄→∞

〈
0̃
∣∣ z2hz̄2h̄ Õ†(z, z̄) (B.91)

が成り立ち，状態-演算子対応も成り立つ．L0 の Hermite 性と Virasoro 代数の交換関係か
ら L†

n = L−n となり，L−n1L−n2 · · · |c, h〉 の Hermite 共役は 〈c, h| · · ·Ln2Ln1 となる．
CFT1+1 において，特異ベクトルは ∀Ln>0 |χ〉 = 0 となるディセンダント状態 |χ〉 であ

る．この定義から特異ベクトルは任意の Verma module V (c, h) の元と直交することがわか
る．例として，レベル 2 の特異ベクトルが存在する条件について見る．レベル 2 の空間は
L−2 |c, h〉 , L2

−1 |c, h〉 によって張られるので，特異ベクトルが存在すると次の Kac 行列式が 0

になる．

detM2(c, h) = det

 〈c, h|L2
1L

2
−1|c, h〉 〈c, h|L2

1L−2|c, h〉
〈c, h|L2L

2
−1|c, h〉 〈c, h|L2L−2|c, h〉

 (B.92)

Virasoro 代数の交換関係からKac 行列式は次のように計算できる．

detM2(c, h) = det

 4h(2h+ 1) 6h

6h 4h+ 1
2
c

 (B.93)

この行列式が消えることから特異ベクトルが存在するための c と h の関係が決まる．

4h

{
8h2 + (c− 5)h+

1

2
c

}
= 0 (B.94)

したがって，次の共形ウェイト hχ を持つプライマリー状態が存在するならレベル 2 の特異
ベクトルが存在する．

hχ = 0,
1

16

(
5− c±

√
(c− 1)(c− 25)

)
(B.95)

特に，hχ 6= 0のとき特異ベクトル |χ〉は次のように表現できる．

|χ〉 =
{
L−2 −

3

2(2hχ + 1)
L2
−1

}
|c, hχ〉 (B.96)

この特異ベクトルの存在は Minkowski 空間上の Hilbert 空間 H̃ 上の相関関数に微分方程式
による制限を与える．状態 |χ〉 , |c, hχ〉 に対応する演算子を χ, ϕχ とすると演算子として次
の関係を得る．

χ(z) =

[{
L−2 −

3

2(2hχ + 1)
L2
−1

}
ϕχ

]
(z) (B.97)
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式 (B.84) および (B.86)から次の微分方程式が得られる．

0 = 〈χ(z)ϕ1(z1)ϕ2(z2) · · ·ϕn(zn)〉

=

[
3

2(2hχ + 1)

∂2

∂z2
−

n∑
i=1

{
hi

(z − zi)2
+

1

z − zi

∂

∂zi

}]
〈ϕχ(z)ϕ1(z1)ϕ2(z2) · · ·ϕn(zn)〉 (B.98)

ここで，ϕi は共形ウェイト hi のプライマリー演算子である．この微分方程式をBPZ方程式
という．

B.3 Liouville CFT

Massless free scalar

Liouville CFT について議論する前に，作用が次のように与えられる Euclidean 無質量自由
スカラー場について見る．

S[ϕ] =
1

4πα′

∫
d2x

√
g(x) gµν(x)∂µϕ(x)∂νϕ(x) (B.99)

ここで α′ は適当な定数で，ϕ(x) の二点相関関数は次のように与えられる．

〈ϕ(x)ϕ(y)〉 =
(
− ∆

2πα′

)−1

δ2(x− y) (B.100)

平坦な複素座標系 (z, z̄) に移ると，この式の右辺は式 (A.13) から与えられ，ϕ(x) の二点相
関関数は次のようになる．

〈ϕ(z, z̄)ϕ(w, w̄)〉 = −α
′

2
log |z − w|2 (B.101)

そこで，スカラー場が ϕ(z, z̄) = ϕ(z) + ϕ̄(z̄) のように正則部分と反正則部分に分解できると
仮定すると，この二点相関関数 (B.101) は正則部分と反正則部分に分離できる．

〈ϕ(z)ϕ(w)〉 = −α
′

2
log(z − w),

〈
ϕ̄(z̄)ϕ̄(w̄)

〉
= −α

′

2
log(z̄ − w̄) (B.102)

プライマリー場の二点相関関数は式 (B.45) のように振る舞うのでスカラー場はプライマリー
場ではない．この二点相関関数 (B.102) を微分することで ∂ϕ(z) を含む二点相関関数が次の
ようになることがわかる．

〈ϕ(z)∂ϕ(w)〉 = α′

2
(z − w)−1, 〈∂ϕ(z)∂ϕ(w)〉 = −α

′

2
(z − w)−2 (B.103)
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自由場の積はWick の定理を用いることで二点相関関数と正規積の和に分解できる．例えば，
二つのスカラー場の積 ϕ(z)ϕ(w) は次のように書ける．

ϕ(z)ϕ(w) =: ϕ(z)ϕ(w) : + 〈ϕ(z)ϕ(w)〉 (B.104)

ここで : ϕ(z)ϕ(z) : は正規積を表す．
古典的なエネルギー運動量テンソル (B.58) およびその正則成分 T (z) = Tzz は次のよう

に与えられる．

Tµν = − 1

α′

(
∂µϕ∂νϕ− 1

2
gµν∂

λϕ∂λϕ

)
(B.105)

T (z) = − 1

α′ (∂ϕ(z))
2 (B.106)

量子論において同一点での演算子の積は発散するので，この代わりに正規積を用いて T (z)

を次のように定義する．

T (z) = − 1

α′ : ∂ϕ(z)∂ϕ(z) : = lim
w→z

(
− 1

α′∂ϕ(z)∂ϕ(w) +
1

2(z − w)2

)
(B.107)

さらに，Wick の定理を用いることで場の積について次の関係を得る．

T (z)∂ϕ(w) = − 2

α′ 〈∂ϕ(z)ϕ(w)〉 ∂ϕ(z) + (regular terms) ' ∂ϕ(w)

(z − w)2
+
∂∂ϕ(w)

z − w
(B.108)

この節では ' は両辺の特異な項が等しいことを表す．さらに，T 同士の積からこの理論の
中心電荷が c = 1 であることがわかる．

T (z)T (w) ' 1

2

1

(z − w)4
+

2T (w)

(z − w)2
+
∂T (w)

z − w
(B.109)

以上の演算子積の性質は正準量子化によって正準交換関係から導くこともできる．
頂点演算子 Vp(z) = : exp (2pϕ(z)) : は Liouville CFT において重要なプライマリー演算

子であり，本論文においてはツイスト演算子の役割を果たす．頂点演算子を含む演算子積に
ついて見るために，n ≥ 1 に対して次が成り立つことに注意すると良い．

∂ϕ(z) : ϕ(w)n : ' n 〈∂ϕ(z)ϕ(w)〉 : ϕ(w)n−1 : (B.110)

したがって，次の関係を得る．

∂ϕ(z)Vp(w) ' −nα
′

2

∞∑
n=0

1

z − w

(2p)n

n!
: ϕ(w)n−1 : = −α

′pVp(w)

z − w
(B.111)

T (z) との演算子積から Vp(w) の共形ウェイトが h = −α′p2/4, h̄ = 0 であることがわかる．

T (z)Vp(w) ' − α′p2

(z − w)2
V (w) +

∂V (w)

z − w
(B.112)
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Linear dilaton model

次の線形ディラトン模型を考える．

S =
1

4πα′

∫
d2x

√
g
[
(∂ϕ)2 +QRϕ

]
(B.113)

共形変換 z′ = z′(z) を行うと，Ricci スカラーの変換は式 (A.12) から次のようになる．

R′(z′, z̄′) = R(z, z̄)− 2gzz̄∂z∂z̄

(
log

dz

dz′
+ log

dz̄

dz̄′

)
(B.114)

したがって，座標変換後の作用 (B.113) は次のようになる．

S =
1

4πα′

∫
d2x′

√
g′

[
(∂′ϕ)2 +QR′ϕ+ ϕ□′ log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2
]

=
1

4πα′

∫
d2x′

√
g′

[
(∂′ϕ)2 +QR′ϕ−Qg′µν∇′

µ log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2∇′

νϕ

]
(B.115)

もし Q = 0 であれば，ディラトン場 ϕ の変換則は ϕ′(z′, z̄′) = ϕ(z, z̄) となるべきなので，共
形変換に対するディラトン場 ϕ の変換則を ϕ′(z′, z̄′) = ϕ(z, z̄)−Qf(z′, z̄) と仮定する．この
とき，作用 (B.113) は次のようになる．

S =
1

4πα′

∫
d2x′

√
g′
[
(∂′ϕ′)2 +QR′ϕ′

+ 2g′z
′z̄′
{
Q∂′ϕ′∂̄′f +Q∂z′ϕ

′∂z̄′f +Q2∂z′f∂z̄′f
}

−gz′z̄′
{
Q∂z′ϕ∂z̄′ log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2 +Q2∂z′f∂z̄′ log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2 + (z′ ↔ z̄′)

}]
(B.116)

したがって，作用 (B.113) の共形不変性を仮定するとディラトン場 ϕ の変換則は次のように
なり，ディラトン場 ϕ はプライマリー場ではない．

ϕ′(z′, z̄′) = ϕ(z, z̄)− 1

2
Q log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2 (B.117)

R = 0 となる平坦な複素座標系をとれば，ディラトン場の二点相関関数は式 (B.101) と
同じである．しかし，この座標系においてもエネルギー運動量テンソルは次のように変更を
受ける．

T (z) = − 1

α′ : ∂ϕ(z)∂ϕ(z) : +
Q

α′ ∂
2ϕ(z) (B.118)

エネルギー運動量テンソル同士の演算子積は次のようになり，中心電荷は c = 1 + 6α′−1Q2

である．

T (z)T (w) ' 1 + 6α′−1Q2

2

1

(z − w)4
+

2T (w)

(z − w)2
+
∂T (w)

z − w
(B.119)
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また，頂点演算子の共形ウェイトは h = p(Q− α′p), h̄ = 0 であることが次の式からわかる．

T (z)Vp(z) '
p(Q− α′p)

(z − w)2
V (w) +

∂V (w)

z − w
(B.120)

したがって，頂点演算子のパラメタ p を適当に選ぶことで任意の複素数値をもつ共形ウェイ
トの場を作ることができる．例えば，この理論において共系ウェイトが (h, h̄) = (1, 0) の演
算子は p =

(
Q±

√
Q2 − 4α′

)
/(2α′) とすることで構築できる．α = 1 のときは Q を次のよ

うに書き直すと見通しが良い．

p = b, Q = b+ b−1, 0 < b < 1 (B.121)

反正則な頂点演算子を含めて共形ウェイトが (h, h̄) = (1, 1) の場を相互作用項として加えた
理論が Liouville CFT である．

Liouville CFT

Liouville CFT の作用は次のように与えられる．

SL =
1

4π

∫
d2x

√
g
[
(∂ϕ)2 +QRϕ+ 4πµe2bϕ

]
(B.122)

ここで，Q = b+ b−1 である．共形変換 z′ = z′(z) に対する Liouville 場 ϕ の変換則は次の通
りである．

ϕ′(z′, z̄′) = ϕ(z, z̄)− 1

2
Q log

∣∣∣∣ dzdz′
∣∣∣∣2 (B.123)

シリンダー上で正準量子化を行うなどにより各演算子積を計算することができる．すると中
心電荷は c = 1 + 6Q2 であり，頂点演算子 Vp(w) の共形ウェイトは h = p(Q− p), h̄ = 0 と
なって，線形 dilaton 模型の場合と同じになる．Liouville CFT では作用 (B.122) に現れる計
量テンソル gµν をレファレンス計量と呼び，γµν(x) = exp [2ϕ(x)/Q] gµν(x) を物理的な計量
という．

Liouville CFT の半古典極限である b ∼ 0 を考える．このとき Liouville 場を ϕc = 2bϕ と
すると作用 (B.122) は次のようになる．

SL =
1

16πb2

∫
d2x

√
g
[
(∂ϕc)

2 + 2(1 + b2)Rϕc + 16πb2µeϕc
]

(B.124)

このとき運動方程式は次のようになる．

∂∂̄ϕc =
1

2

(
1 + b2

)
R + 2πb2µeϕc (B.125)
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この運動方程式は平坦な座標系では次の古典的な Liouville 方程式に帰着する．

∂∂̄ϕc = 2πb2µeϕc (B.126)

ここで，λ := πb2µ を定数に保ちながら b → 0 とすると ϕc は非自明な極限をもつことにな
る．頂点演算子 Vp(z) に関して，p = η/b である頂点演算子を重いプライマリー場，p = bσ

である頂点演算子を軽いプライマリー場という．重いプライマリー場の相関関数は次のよう
になる．

〈
Vη1/b(z1, z̄1) · · ·Vηn/b(zn, z̄n)

〉
=

∫
Dϕce

−SL

n∏
i=1

exp

(
ηiϕc(zi, z̄i)

b2

)
(B.127)

b ∼ 0 なので，この相関関数を鞍点近似によって評価すると，ϕc の運動方程式は次のように
変更を受ける．

∂∂̄ϕc = 2λeϕc − 2π
∑

ηiδ
2(z − zi, z̄ − z̄i) (B.128)

この方程式とその解は z ∼ zi において次のように振る舞うことが期待される．

∂∂̄ϕc = −2πηiδ
2(z − zi, z̄ − z̄i) =⇒ ϕc = −4ηi log |z − zi|+ const. (B.129)

ここで，δ2(z − zi, z̄ − z̄i) ∼ |z − zi|−2 と見なすと，z ∼ zi において運動方程式中のデルタ関
数の項が指数関数の項 eϕc よりも卓越するには −4Re(ηi) ≥ −2 となる必要がある．したがっ
て，この解が有効である ηi の実部の上限値は次の通りである．

Re(ηi) ≤
1

2
(B.130)

これを Seiberg バウンドという．すると，z ∼ zi において物理的な計量 γµν = exp (ϕc)gµν は
次のように振る舞う．

ds2 =
1

r4ηi

(
dr2 + r2dθ2

)
, z − zi = reiθ (B.131)

座標変換 r̃ = (1− 2ηi)
−1r1−2ηi , θ̃ = (1− 2ηi)

−1θ をするとこの線素は

ds2 = dr̃2 + r̃2dθ̃2 (B.132)

となって，θ̃ ∈ [0, (1 − 2ηi)2π] となり，物理的な計量を与える座標系からは頂点演算子の挿
入点に欠損角が 4πηi の円錐特異点が存在しているように見える．
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Appendix C

Asymptotically AdS spacetime

この付録では，まず，AdS 時空の構造を確認する．次に，半古典極限において負の宇宙項を
もつ Einstein-Hilbert 作用を正則化すると Liouville CFT の作用が得られることを見る．そ
の後，BTZ 時空における空間的測地線を与える．

C.1 Geometry of AdS3

AdS spacetime

d+ 1 次元 AdS 時空 AdSd+1 は，計量 η = diag(−1,−1,+1, · · · ,+1) をもつ d+ 2 次元の空
間 Rd,2 に埋め込める．具体的には，この空間の線素が ds2 = ηMNdX

MdXN となる座標系
(X−1, X0, X1, · · · , Xd) において，AdSd+1 は次の超曲面として埋め込まれる．

ηMNX
MXN = −L2 (C.1)

ここで，L は AdS 半径と呼ばれる．これからすぐに AdS 時空の対称性は O(2, d) であると
わかる．

AdS 時空を記述するためによく使用される座標系を紹介する．τ ∈ [0, 2π), ρ ∈ R+ およ
び Ωi を d− 1 次元球面 Sd−1 上の座標として，

X−1 = L cosh ρ sin τ

X0 = L cosh ρ cos τ

X i = L sinh ρΩi (C.2)
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を考えると，この座標系は AdSd+1 全体を張り，その線素は次のようになる．

ds2 = L2
(
− cosh2 ρ dτ 2 + dρ2 + sinh2 ρ dΩ2

i

)
(C.3)

ここで，tan θ = sinh ρ, θ ∈ [0, π/2) とすると次のようにコンパクト化できる．

ds2 =
L2

cos2 θ

(
−dτ 2 + dθ2 + sin2 θdΩ2

i

)
(C.4)

ここで θ = π/2 を AdSd+1 の共形境界，もしくは AdS 境界という．AdS 境界の定義から，
適当な共形変換で移り合う AdS 境界は同一視される．
次に，r ∈ R+, t ∈ R, xi ∈ R として，次の変換を行う．

X−1 =
rt

L

X0 =
L2

2r

(
1 +

r2

L4

(
x⃗2 − t2 + L2

))
X i =

rxi

L
, (i = 1, · · · , d− 1)

Xd =
L2

2r

(
1 +

r2

L4

(
x⃗2 − t2 − L2

))
(C.5)

この座標系は r 座標系と呼ばれ，これによって張られる部分は Poincaré パッチと呼ばれる．
Poincaré パッチは AdS 時空全体のうち図 C.1 の黄色く塗りつぶされた部分のみを覆い，そ
の線素は次で与えられる．

ds2 =
L2

r2
dr2 +

r2

L2

(
−dt2 + dx⃗2

)
(C.6)

あるいは，z = L2/r や ρ = z2 とした座標系を使うことが多い．

ds2 =
L2

z2
(
dz2 − dt2 + dx⃗2

)
= L2

(
dρ2

4ρ2
+

1

ρ

(
−dt2 + dx⃗2

))
(C.7)

特に，前者の座標系は z 座標系と呼ばれ，後者の座標系は Fefferman-Graham 座標系の特別
な場合である．
漸近 AdSな 2 + 1 次元のブラックホール時空として BTZ 時空 [53] が知られている．そ

の線素は次のように与えられる．

ds2 = −
(
r2

L2
−M

)
dt2 +

(
r2

L2
−M

)−1

dr2 + r2dθ2 (C.8)

各座標は t ∈ R, r ∈ [
√
ML,∞], θ ∈ [−π, π] をとる．また，AdS 時空における Poincaré パッ

チに対応する平坦な BTZ 時空は次のように与えられる．

ds2 = −
(
r2

L2
−M

)
dt2 +

(
r2

L2
−M

)−1

dr2 +
r2

L2
dx2 (C.9)

各座標は t ∈ R, r ∈ [
√
ML,∞], x ∈ R をとる．
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Figure C.1: Poincaré パッチを大域的な座標に埋め込んだ図．青く塗りつぶされた円柱部分
が AdS 時空全体であるとすると，黄色く塗りつぶされた部分が Poincaré パッチに対応する．
この図は AdS 時空をコンパクト化して描画しており，AdS 境界は円柱の表面に対応する．

AdS/CFT correspondence

AdS/CFT 対応とは，d + 1 次元 CFT と d + 2 次元漸近 AdS な重力理論の等価性である．
本論文では半古典極限における二次元 CFT に興味があるので，主にその場合について述べ
る．また，これ以降それぞれの系に属する物理量などを単に CFT 側，AdS 側の物理量など
という．

AdS/CFT 対応の詳細を述べるにあたって，漸近 AdS 時空中の古典場が AdS 境界近傍
でどのように振る舞うかを見ておくとよい．例えば，d+1 次元 Poincaré パッチ B 背景時空
上に定義された次のような作用に従う古典スカラー場を Φ 考える．

I =

∫
B
dd+1x

√
−g
[
1

2
gµν∂µΦ(x)∂νΦ(x) +

1

2
m2Φ(x)2

]
(C.10)

座標系 (C.7) において，Klein-Gordon 方程式からスカラー場 Φ(x) は次のように振る舞う．

Φ(z, t, x⃗) = z∆−ϕ0(t, x⃗) + z∆+ϕ(+)(t, x⃗) + · · · ) (C.11)
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ここで，∆± =
(
d±

√
d2 + 4m2L2

)
/2 である．スカラー場 Φ(x) の振る舞いを決定するには

スカラー場自身の大きさと ϕ0(t, x⃗) を与えれば良い．
次に，CFT 側と AdS 側で次のような理論を考える．まず，場の変数が ϕ，計量テンソル

が γµν，作用が SCFT によって与えられる CFT が多様体M 上に定義されているとする．こ
の場が外場 O に結合しているとき，分配関数 ZCFT は次のように与えられる．

ZCFT =

〈
exp

[
−SCFT[ϕ, γµν ]−

∫
M
ϕO
]〉

M
(C.12)

次に，漸近 AdS な重力理論を考える．多様体 B 上において物質場を Φ，計量テンソルを gµν

としたとき，その作用を SAdS とする．このとき，半古典極限における分配関数 ZAdS は次
のように与えられる．

ZAdS = exp [−SAdS[Φ, gµν ]] (C.13)

これらの系に AdS/CFT 対応が存在するとは，次のような分配関数の等価性が成り立つ事を
言う [2, 3]． 〈

exp

[
−SCFT[ϕ(0), γµν ]−

∫
∂B
ϕ(0)O

]〉
∂B

= exp [−SAdS[Φ, gµν ]] (C.14)

ここでそれぞれの理論における物質場は limz→0 z
−∆−Φ = ϕ0 によって関連付けられており，

左辺の CFT は漸近 AdS 時空 B の AdS 境界 ∂B に定義されている．この等式から AdS 側
と CFT 側での理論間の対応関係を与えることができる．

AdS 境界の構造は AdS/CFT 対応において重要である．まず，AdS 時空の大域的な座
標 (C.3) において r = L sinh ρ とすると，線素は次のように与えられる．

ds2 = −
(
1 +

r2

L2

)
dτ 2 +

(
1 +

r2

L2

)−1

dr2 + r2dθ2 (C.15)

この座標系 (C.15) を用いると AdS2+1 全体の AdS 境界と BTZ 時空 (C.8) の AdS 境界は
どちらも r ∼ ∞ によって与えられ，同じ構造をもつ．一方で，2 + 1 次元の Poincaré パッ
チ (C.6) と平坦な BTZ 時空 (C.9) との場合も AdS 境界はどちらも r ∼ ∞ によって与えら
れ，同じ構造をもつ．特に，前者の AdS 境界での時間一定面は θ ∈ [−π, π] によって与えら
れる円周と同一視され，後者の AdS 境界での時間一定面は無限に長い直線 x ∈ R と見なさ
れる．また，各ブラックホール時空では時間方向の周期性が AdS 境界にも誘導されること
になる．ここで，円周 θ ∈ [−π, π] と無限に長い直線 x ∈ R は同じものであるから，これら
には対応関係がある．座標系 (C.15) で AdS 境界を与える r を r = rG∞ とし，座標系 (C.6)

のものを r = rP∞ と書くことにすると，rG∞ と rP∞ との関係を与えることができる．両者の座
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標系において AdS 境界中の時間一定面 t = 0 と τ = 0 は同一の空間を与えることに注意す
る．その円周の長さを C :=

∫∞
−∞ dx とすると，次の関係が見いだせる．

C =

∫ ∞

−∞
dx =

L

rP∞

∫ ∞

−∞
dX1 =

LrG∞
rP∞

∫ 2π

0

dθ =
2πLrG∞
rP∞

(C.16)

AdS/CFT 対応においては AdS 側の赤外カットオフスケールと CFT 側の紫外カットオフス
ケールが対応している．特に，Poincaré パッチ (C.6) において，CFT 側の紫外カットオフ
スケールを ϵ とすると，AdS 側の赤外カットオフスケールは rP∞ = L2/ϵ とみなされる．す
ると，円周上に定義された CFT では rG∞ = LC/(2πϵ) という関係が見いだせる．このような
各理論のパラメタ間の対応関係は AdS/CFT 辞書と呼ばれる．他にも，CFT側 の中心電荷
c と，AdS側の重力定数 G および AdS 半径 L の間には Brown-Henneaux 公式 2c = 3L/G

と呼ばれる関係が知られている．

C.2 Einstein-Hilbert action in AdS3

Effective action and Liouville CFT

漸近 AdS 時空は負の宇宙項をもった重力理論の運動方程式の解である．本論文では large c

極限にある CFT のみを取り扱うので，重力理論としては高階微分項を含まない，Einstein-

Hilbert 作用が基本的である．

S[g] =
1

16πG

∫
M
dx3

√
−g
(
R + 2L−2

)
(C.17)

計量テンソル (C.7) は Einstein 方程式の解であり，R = −6L−2 となる．これらをこの作
用 (C.17) に代入すると，

S[g] = − L

8πG

∫
dtdx

∫ ∞

0

dρ

ρ2
(C.18)

となって AdS 境界付近で発散するので，この作用を正則化するために重力系に赤外カット
オフを導入する必要がある [54, 55, 56]．それに伴い，境界付きの多様体を扱うことになる．
そこで，多様体内部で Einstein 方程式が成り立つように，一般共変性を壊さない作用の境界
項として Gibbons-Hawking-York 項を導入する．

S[g] =
1

16πG

∫
M
dx3

√
−g
(
R + 2L−2

)
+

1

8πG

∫
∂M

d2x
√
−γK (C.19)

ここで，γ および K は ∂M 上の計量の行列式と外曲率である．
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以上の議論は純粋な AdS 時空の例であった．次に，一般の 3 次元時空として次の計量
(ρ, xi) を考える．

ds2 = L2

(
dρ2

4ρ2
+
h(ρ, x)ij

ρ
dxidxj

)
(C.20)

この座標系を Fefferman-Graham 座標系と呼ぶ．Weyl テンソルが消えるという条件は次の
方程式を与える．

Rijkl = hikh
′
jl + hjlh

′
ik − hilh

′
jk − hjkh

′
il + ρ

(
h′ikh

′
jl − h′ilh

′
jk

)
(C.21)

∇ih
′
jk −∇jh

′
ik = 0 (C.22)

h′′ij −
1

2

(
h′h−1h′

)
ij
= 0 (C.23)

ここで h′jl などは ρ 微分を表しており，∇ は hij に付随する共変微分である．いま時空の次
元が 3 なので，これらの方程式を解けば十分で，その解は次のように与えられる．

h(ρ, x)ij = h(0)(x)ij + h(1)(x)ij ρ+
1

4
h(1)(x)h

−1
(0)(x)h(1)(x)ij ρ

2 (C.24)

h(1) ij = −1

2

(
R(0)h(0) ij − Tij

)
(C.25)

ここで R(0) は h(0) から得られる Ricci スカラーで，Tij は ∇iTij = 0, Tr(h−1
(0)T ) = R(0) を

満たすテンソルであれば任意である．このテンソルが Liouville CFT のエネルギー運動量テ
ンソルと見なせることを後で見る．
以下では，多様体の境界が

ρ = exp(2H(t, x)) = ϵ exp(2ϕ(t, x)) + O(ϵ2) (C.26)

として与えられ，多様体の内部が ρ > ρ(t, x) であると仮定する．このとき，ϵ ∼ 0 は重力系
の赤外カットオフを与えるスケールであり，CFT 側では紫外カットオフスケールを与えるこ
とになる．すると，計量テンソル (C.24) を式 (C.19) に代入した Einstein-Hilbert 作用に対
応する部分は次のようになる．∫

ρ≥e2H(x)

d3x
√
−g(R + 2L−2) = −2L

∫
ρ≥e2H(x)

d3x
√
−h ρ−2

= −2L

∫
ρ≥e2H(x)

d3x
√

−h(0)
[
ρ−2 −

R(0)

4ρ
+O(ρ0)

]
= −2L

∫
d2x

√
−h(0)

[
ρ−1 +

R(0)

4
log ρ+O(ρ)

]
ρ=e2H(x)

(C.27)
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ここで一般的な行列の公式 det(A0 + ϵA1) = detA0 + ϵTr
(
A−1

0 A1

)
+ O(ϵ2) を使った．一方，

Gibbons-Hawking-York 項に関連する量は次のように表される．
√
−γ = L

√
−h(0)

(
ρ−1 +

(∂H)2

2
−
R(0)

4
+O(ρ)

)
(C.28)

K = 2 + ρ

(
□(0)H +

1

2
R(0)

)
+O(ρ) (C.29)

したがって，式 (C.19) は ϵ−1 の発散項を持つことになる．この発散項を除去するために次
のような一般共変性を壊さない相殺項を導入する．

Sct = − 1

8πG

∫
∂M

d2x
√
−γ (C.30)

したがって，次の重力系の作用を得る．

S + Sct =
1

16πG

(∫
M
d3x

√
−g(R− 2Λ) + 2

∫
∂M
d2x

√
−γK − 2

∫
∂M

d2x
√
−γ
)

=
L

16πG

∫
∂M

d2x
√

−h(0)
[
−HR(0) + (∂H)2 +

1

2
R(0) + 2□(0)H +O(ρ)

]
=

L

16πG

∫
∂M

d2x
√

−h(0)
[
−1

2
R(0) log ϵ+

1

2
R(0) + 2□(0)ϕ+ (∂ϕ)2 − ϕR(0)

]
(C.31)

ここで第一，二項は Euler 標数をあたえるので ϕ の運動方程式に無関係であり，第三項は全
微分項であるため無視できる．したがって，ϕ の作用として次の有効作用を得たことになる．

S =
L

16πG

∫
∂M

d2x
√

−h(0)
[
(∂ϕ)2 − ϕR(0)

]
(C.32)

この有効作用は相互作用項のない Liouville CFTである．一見，ϕは余分な自由度のようにみ
えるが，運動方程式が□(0)ϕ = −R(0)/2 であることから補助場となっている．Liouville CFT

のエネルギー運動量テンソルは次のように与えられる．

Tij =
1

2
∇iϕ∇jϕ+∇i∇jϕ− 1

2

(
(∇ϕ)2 + 2□(0)ϕ

)
h(0) ij (C.33)

運動方程式を用いると，このテンソルが∇iTij = 0, Tr(h−1
(0)T ) = R(0)を満たすので，式 (C.24)

のテンソル Tij をこのエネルギー運動量テンソルとしてよい．もし，Tij を h(0) のみで構成し
ようとすると，ϕ = −□−1

(0)R(0)/2 なので非常に非局所的になってしまうことを注意しておく．
このように得られた Liouville CFT の作用のWeyl アノマリーについて見ておく．正則化

された部分の有効 Lagrangian 密度 Lren を次のように定義する．

Lren =
√

−h(0)
[
1

2
R(0) + 2□(0)ϕ+ (∂ϕ)2 − ϕR(0)

]
(C.34)
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有効作用 (C.31) は一般座標不変であるから，h(0) に対して次のような大域的な共形変換を引
き起こすような一般座標変換に対しても作用は不変である．

h(0)(x) → e2δσh(0)(x), ϵ→ e2δσϵ (C.35)

この変換は AdS 境界上でWeyl 変換を引き起こす．したがって，この変換に対する正則化さ
れた有効 Lagrangian 密度 Lren の変分は対数発散項によって次のように代表される．

δLren =
1

2

√
−h(0)R(0)δ log ϵ =

√
−h(0)R(0)δσ (C.36)

したがって，Weyl アノマリー δAW/(δσ) は次で与えられる．
δAW

δσ
=

L

16πG

∫
∂M

d2x
√
−h(0)R(0) (C.37)

一方で，中心電荷 c を持つ CFT では Weyl アノマリーは次のように与えられる．
δAW

δσ
=

c

24π

∫
∂M

d2x
√

−h(0)R(0) (C.38)

これらの Euler 標数の整合性から Brown-Henneaux の公式:

c =
3L

2G
(C.39)

が得られる．Brown-Henneaux の公式はもともと漸近 AdS 時空において適当な条件によっ
て導出されたが [39]，ここでは AdS 側と CFT 側での Euler 数の一致というトポロジカルな
レベルでの整合性を保証する関係であることが理解できる．AdS 側の作用が宇宙ひもを含む
場合には，最終的に得られる有効作用の項の種類は変わらず，R(0) に δ 関数の寄与が含まれ
るだけなので省略する．

C.3 Space-like geodesic in BTZ spacetime

BTZ 時空における空間的測地線とその長さを与える．BTZ 時空の線素は次のように書ける．

ds2 = −
(
r2

L2
−M

)
dt2 +

(
r2

L2
−M

)−1

dr2 + r2dθ2, (C.40)

ここで M は ブラックホールの質量で，L は AdS 半径である．各座標値は t ∈ [−∞,∞],

r ∈ [
√
ML,∞], θ ∈ [−π, π] を取り，θ の周期は 2π である．以下では ∂A = {(0, L2/ϵ,±θA)}

から BTZ 時空中の t = 0 一定面に伸びる空間的測地線を与える．ここで ϵ は重力系の赤外
カットオフに対応するスケールである．
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BTZ 時空ではブラックホールの存在と空間的な周期性によって，空間的測地線がブラッ
クホールに何度も巻き付くことができるため，部分系の端点を指定しても空間的測地線が一
意に定まらない．そこであらかじめ空間的測地線に添え字 m を付け θ = θm(r) と書くこと
にする．これらの測地線は次の曲線の長さ l を極小化するという条件から求められる．

l = 2

∫ L2/ϵ

rmin

dr

√(
r2

L2
−M

)−1

+ r2
(
dθm
dr

)2

. (C.41)

ここで，空間的測地線 θ = θm(r) の定義域は r ∈ [rmin, L
2/ϵ] となる．この rmin は部分系 A

の大きさによって決まる離散的な値である．このとき Euler-Lagrange 方程式は次の通りで
ある．

d

dr

 r2√(
r2

L2 −M
)−1

+ r2
(
dθm
dr

)2 dθmdr
 = 0

⇐⇒ dθm
dr

= ± Lrmin

r
√

(r2 − r2min)(r
2 −ML2)

(C.42)

r ≥
√
ML のもとで，この解は次のように与えられる．

θm(r) = ∓ 1√
M

arctanh

(
L
√
M(r2 − r2min)

rmin

√
r2 −ML2

)
+ θ0 (C.43)

この式 (C.43) を r について次のように解き直すと便利である．ただし，この表示は各測地
線毎に座標系 θ の原点が異なることに注意してほしい．

rm(θ) =

√
MLrmin sech

(√
M θ

)
√
ML2 − r2min tanh

2
(√

M θ
) (C.44)

rmin =
√
ML coth[

√
M(mπ ± θA)], m = 0, 1, 2, · · · (C.45)

ここで，rmin は空間的な周期性に注意して rm(mπ ± θA) = L2/ϵ であるという条件から決定
された．測地線の長さ (C.41) は次のように表現できる．

l = 2L log

[
2L√
Mϵ

sinh
(√

M (πm± θA)
)]

(C.46)

さらに，BTZ 時空の場合には，(0, L2/ϵ, θA) のみから時空中に伸びる空間的測地線が存在す
ることに注意すべきである．それは次のように与えられる．

rm(θ) =

√
MLrmin sech

(√
M (θ − θA)

)
√
ML2 − r2min tanh

2
(√

M (θ − θA)
) (C.47)

rmin(θA,m) =
√
ML coth[

√
Mmπ], m = 1, 2, · · · (C.48)
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(0, L2/ϵ,−θA) のみから時空中に伸びる空間的測地線に関しては θA → −θA とすればよい．
どちらの場合もその測地線の長さ (C.41) は次のように表現できる．

l = 2L log

[
2L√
Mϵ

sinh
(√

M πm
)]

(C.49)

この測地線の長さ (C.49)は部分系の大きさが 0 である θ = 0 の場合に対応している．
AdS/CFT 対応において，BTZ 時空はトーラス上の CFT と対応すると考えられている．

円周の長さが C の円周上に定義された逆温度 β の CFT を考える．これらのパラメタは
ブラックホールの質量と β/C = 1/

√
M と ϵ = LC/(2πrmax) という関係がある．部分系

−θA ≤ θ ≤ θA の長さは ℓ := CθA/π として翻訳され，また Brown-Henneaux 公式を使うと，
式 (C.46) について l/4G は次のように表現される．

s(mC ± ℓ) :=
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

{
π(mC ± ℓ)

β

}]
, mC ± ℓ > 0. (C.50)

図 C.2 は θA = π/3 としたときの空間的測地線の例である．この図からわかるように整数 m
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Figure C.2: M = 1, L = 1, θA = π/3としたときの BTZ時空の空間的測地線の概形．各測地
線はその長さ (C.50)によって指定され，ここでは m ≤ 2の場合を図示した．それぞれの円盤
は時空の時間一定面を表しており，動径方向をコンパクト化したものである．外側の円周は
AdS 境界を表しているが，ブラックホールはこれらの円盤中には描かれていない．マゼンタ
の曲線は θA = ±π/3 の両方から時空中に伸びる測地線であり，シアンの曲線は θA = −π/3
のみから伸びる測地線である．これらを図示する際には式 (C.44), (C.47) において適当に原
点の位置を移動させる必要がある．
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は AdS 境界上の部分系 A = [−θA, θA] に対し，測地線がブラックホールの向こう側を通った
回数を表している．動径座標 r の最小値 rmin(θA,m) は m→ ∞ においてブラックホール半
径 √

ML に漸近する．
適当な極限を考えることで，平面的な BTZ 時空，大域的な AdS 時空，Poincaré パッチ

における測地線の式およびその長さを BTZ 時空のものからすぐに与えられる．まず，平面
的な BTZ 時空は ℓ = const., θA → 0, C → ∞ に対応し，θ の定義域も同様に大域的な BTZ

時空に比べると微小な領域になる．したがって，ブラックホールの向こう側を回る測地線は
存在しなくなり，m = 0 の解のみが許される．したがって，式 (C.44) および (C.50) から測
地線および HEE は次のように与えられる．

r(x) =

√
ML coth[

√
Mℓ/L] sech

(√
M x/L

)
√

1− coth2[
√
Mℓ/L] tanh2

(√
M x/L

) (C.51)

SA =
c

3
log

[
β

πϵ
sinh

{
πℓ

β

}]
(C.52)

また，形式的に式 (C.44) および (C.50) において M = −1 とすると大域的な AdS 時空の対
応物が得られる．

r(θ) =
L cot[πℓ/C] sec (θ)√

1 + cot2[πℓ/C] tanh2 (θ)
(C.53)

SA =
c

3
log

[
C

πϵ
sin

{
πℓ

C

}]
(C.54)

さらに，平面的な BTZ 時空で β → ∞ とするか，大域的な AdS 時空において C → ∞ と
すると Poincaré パッチの対応物が得られる．

r(x) =
L2

√
ℓ2 + x2

(C.55)

SA =
c

3
log

[
ℓ

ϵ

]
(C.56)
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