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Λ(1405)の研究背景

T.Hyodo and W.Weise,
Phys.RevC77,035204(2008)

𝝅𝜮ഥ𝑲𝑵

カイラルユニタリーモデルによる
ഥKN, πΣ共鳴状態による2極構造

3 クォーク ? ഥKNの束縛状態?

励起状態ハドロンの内部構造の理解

クォークハドロン形成の理解

• Λ(1405)
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D.Jido et al,
Eur. Phys. J. A42(’09)257

• ഥKN → πΣでの Λ(1405)スペクトラムの形状を探る

4この反応によりഥ𝐊𝐍極(~1420 MeV/c2)を強く反映した散乱状態が期待される
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自由空間では反応できない

ഥKNからの直接生成
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E31 実験連続講演

5

n𝐾− np p𝐾−

1.0 GeV/c D2

反応
束縛状態

前方散乱

n

p𝐾−

n p𝐾−

広角域散乱

1. 川﨑新吾

2. 浅野秀光

3. Zhadyra. Omar

後方散乱



X → Σ0π0

→ Σ−π+

→ Σ+π−

→ Λπ0
I = 1
(Σ(1385) )

I = 0
(Λ(1405)) 
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1.0 GeV/c
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• 終状態のアイソスピンの同定
• 𝚺∓𝛑±; I =0 , I =1が混合
• 𝚺𝟎𝛑𝟎 ; 純粋に I =0
全終状態(𝛑𝟎𝚺𝟎, 𝛑+𝚺−, 𝛑−𝚺+)の測定によりアイソスピン

I=0,1の分離を行う。

J-PARC E31実験
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反応
束縛状態

q ~200MeV/c

前方散乱
中性子

• 𝐝(𝐊−, 𝐧)反応
• 質量欠損法による Λ(1405) の質量測定 : 𝑴𝑴 𝒏 = √(𝑷𝒅 + 𝑷𝒌− − 𝑷𝒏)

𝟐

今回の発表



J-PARC E31実験検出器システム
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d(K-,n)“Σ0π0”の解析状況

𝐩
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• 解析の手法

• p π− invariant mass から Λの再構成
• d K−, n Λ “π0γ” missing mass の同定

K-

Λ(1405) n
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Solenoid Magnet• 実験では前方散乱の中性子の
測定を行い、後方散乱生成の
Λ(1405)を見る

• 標的後方に置かれた検出器に
より後方散乱陽子を測定する

𝚺𝟎𝛑𝟎 → Λ𝛄𝛑𝟎 → 𝐩𝛑−𝛄𝛑𝟎
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後方散乱Λの同定
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𝐆𝐞𝐕/𝐜𝟐

Invariant mass  (𝐩, 𝛑−)     

K- d  n Σ0 π0

 n Λ γ π0

• 後方検出器で測定した陽子からΛの同定に成功
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mean = 1.115        ±0.000
sigma = 0.003366 ±0.000159
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π0γ の同定

π0 π0γ (ππ)0

𝐆𝐞𝐕/𝐜𝟐

100.18 < d(K-,nΛ) < 0.3 [GeV/c2] をπ0γ として選ぶ。

d(K-,nΛ)’X’ missing mass
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• K-d  n Λ π0

• K-d  n Σ0 π0

• K-d  n Λ (ππ)0

• K-d  n Σ0 (ππ)0

Fit (0.0~0.5 GeV/c2)
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d(K-,n)Σ0π0 missing mass スペクトラム

11BG; π0,(ππ)0 の寄与は小さい
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PDG value ഥKN Thre.
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d(K-,n)Σ0π0 Cross Section 

Σ0π0 missing mass [𝐆𝐞𝐕/𝐜𝟐]

12d(K-,n)Σ0π0 spectrumの測定に成功

PDG value ഥKN Thre.
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理論計算との比較
Model A

1372-i56
1432-i75

𝐆𝐞𝐕/𝐜𝟐

Res. convolutedH. Kamano et al., Phys. Rev. C 94, 065205 (2016) 
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Model A
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Res. convoluted

理論計算との比較

H. Kamano et al., Phys. Rev. C 94, 065205 (2016) 

Model B

1428-i31

1397-i98
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1432-i75

閾値以下の振る舞いは
model Bの極のような実

部に近い極を反映した
散乱振幅をよく再現して
いる。

Data+



まとめ
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• 我々はJ-PARC E31実験を行い、d(K-,n)Σ0π0スペクトラムを
得た。

• 2過程反応による理論計算との比較ではスペクトラムの
絶対値を良く再現できており、閾値以下の振る舞いから
共鳴状態の極の情報を導き出すことができる。

• 今後 d(K−, n)“π0Σ0”スペクトラムの解析を完成させ、2過
程反応のスペクトラムによるフィッティングを行いΛ(1405)
の極情報を求める。



BACK UP
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2過程反応による
ഥKN → πΣ散乱振幅の導出
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今後



19Res. convoluted
スペクトラム: QNP2018


