
密度汎関数法

2024年5月13日 １８時～２１時
オンライン配信講義

大阪大学
赤井久純

ナノ高度学際教育研究訓練プログラム
ナノマテリアル・ナノデバイスデザイン学
第４回 講義



はじめに
ナノマテリアル・デバイスデザインの目的

n設計図つくり → 材料開発、デバイス開発
nトップダウンの思想のもとにボトムアップでものをつくる

どのように実現するか

n量子デザインによってこれを実現



量子デザイン
量子デザイン

実証実験

仮想物質の
推論

物理機構の
演えき

量子シミュ
レーション

マテリアルデザイ
ンエンジン

機能の
検証

計算結果
の解析

機構の定量化
計算機マテリアルデザイン

量子デザイン
実現の方法



量子シミュレーション

仮想物質の
推論

物理機構の
演えき

量子シミュ
レーション

マテリアルデザイ
ンエンジン

機能の
検証

計算結果
の解析

機構の定量化

量子シミュレーションは計算機マテリ
アルデザインの主要な構成要素

量子シミュレーションの基盤技術
密度汎関数法
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基礎方程式

密度汎関数法



量子シミュレーションの基盤技術ー密度汎関数法

(a) ホーエンベルク・コーンの定理

基本変数は基底状態電子密度

(b) コーン・シャム方程式
エネルギー変分原理



主題の位置づけ

計算機マテリアルデザイン
計算機デバイスデザイン
計算機プロセスデザインやりたい事

出発点

量子シミュレーション
量子デザイン

密度汎関数法に基づ
くバンド計算手法

密度汎関数理論
ホーエンベルク・コーンの定理
コーン・シャム方程式

LDA



1A-4-A
ホーエンベルク・コーンの定理

2024年5月13日 １８時～１９時３０分
大阪大学 赤井久純



ホーエンベルク・コーンの定理
§考えるシステム
§ボルン・オッペンハイマー近似
§電子系の記述
§量子力学と波動関数・確率
§電子密度
§エネルギーの定常状態
§基底状態と不等式
§ホーエンベルク・コーンの定理



考えるシステム
§多数の原子核の集合
§多数の電子
§電磁相互作用

原子核

電子

クーロン相互作用



ボルン・オッペンハイマー近似（断熱近似）

§原子核と電子 互いにおよぼす力の大きさは同じ
§原子核 重い → 加速度小 遅い
§電子 軽い → 加速度大 速い
§電子の運動を考えるとき原子核の運動は止める

原子核はとりあえず外部から与えられたポテンシャル

原子核は電子の１０００倍以上の質量

原子核

電子

vext(r)



電子系の記述
電子系のエネルギー（ハミルトニアン）

運動エネ
ルギー

原子核の作る
ポテンシャル

電子間のクー
ロン相互作用
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古典力学から量子力学へ

シュレーディンガーの言葉に翻訳すると

量子力学の対応原理

@

@x
eikx = ikeikx
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E = �� エネルギー��� (角振動数 = 2��)
p = �k 運動量 ��� (波数 = 2�/�)
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スレーターの原子単位

長さの単位 ボーア半径

エネルギーの単位 リドベリュー

� = 1, m = 1/2, e2 = 2

1 bohr = 4��0
�2

me2
= 0.52917749 Å

1 Ry =
1

16�2�2
0

me4

2�2
= 13.60569225 eV



原子単位を用いたハミルトニアン（エネルギー）

運動エネルギー 原子核の作る
ポテンシャル
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電子間のクー
ロン相互作用



量子力学と波動関数・確率

確率振幅としてのN 電子波動関数

電子を位置 r1,r2, ・・・,rNに見出す確率 P

全確率は１（規格化）

�(r1, r2, · · · , rN )

P = |�(r1, r2, · · · , rN )|2
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電子密度

電子１が rに見つ
かる確率

他の電子はどこ
にいても良い

rにおける電子密度� rに電子を見い出す確率

n(r) = N

�
· · ·

�

V

dr2, · · · , drN� �� � |�(r, r2, · · · , rN )|2



エネルギーの定常状態

定常状態＝時間がたっても変わらない状態
エネルギーの確定した状態
ハミルトニアンの固有状態

シュレーディンガー方程式

H� = E�



（補足）記号の説明

は状態 における物理量 の期待値
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基底状態と不等式

基底状態
エネルギーの期待値

が最低の状態

エネルギー期待値を計算して、それが最低に
なるような波動関数を見出せばそれは基底状
態の波動関数になる

変分原理

E = ��|H|�� =
�

dr1 · · ·
�

drN ��H�



ホーエンベルク・コーンの定理
§ホーエンベルク・コーンの定理の意味
§背理法
§不等式
§基底状態密度の汎関数



内容のイメージ

(b)

(c)

(a)

古典的イメージ

水の溜まったプール

局所的な水の量

プールの形状
v(x, y)

n(x, y)



水の励起状態も決まる

１対１対応がある

プールの形状

励起状態



基底状態密度は外部ポテンシャルの汎関数

外部ポテンシャルを与えると
ハミルトニアンが決まる
基底状態の波動関数が決まる
基底状態の電子密度が決まる

汎関数: 一つの関数から他の関数または数への写像

これを と書く

汎関数の例：

これはほぼ自明
（縮退を除いて）n(r) = n [vext(r)]

C = F [f ]

C =
� b

a
f(x)dx

f(r) F�� C



外部ポテンシャルは基底状態密度の汎関数

基底状態での電子密度を与えると

外部ポテンシャルが決まる

には逆汎関数が存在する

これは自明ではない

ホーエンベルグ・コーンの定理

つまり n [vext(r)]

vext(r) = vext [n(r)]



ホーエンベルク・コーンの定理の証明
（１）異なった外部ポテンシャルには異なった波動
関数（例えば基底状態波動関数）が対応する
（２）（縮退がないとき）異なった基底状態波動関
数には異なった基底状態粒子密度が対応する

つまり 「これは決して起
こらない」を証明できる

（1）（2）を合わせると必ず

が成り立つ

vext � n

v�
ext � n�

vext �
n

v�
ext �



前半（1）
（１）異なった外部ポテンシャルには異なった波
動関数（例えば基底状態波動関数）が対応する．

これは決して起こらない

vext � �
v�
ext � ��

vext �
�v�

ext �



（１）の証明

（１）一つの波動関数が定数を除き異なった2つの外部ポテン
シャルから作られるハミルトニアンの固有状態になることはない

ポテンシャル差は定数 定数を除いて同じポテンシャル

辺々を引くと　
N�

i=1

{vext(ri)� v�
ext(ri}� = (E � E�)�

�は恒等的にゼロではないから，両辺を�で割って

�
H� = E�

H �� = E��

vext と v�
ext に対応するハミルトニアンをH, H � とする．同一の �が両方の

固有関数になっていると仮定．エネルギー固有値をそれぞれ E, E� とする．



後半（2）
（２）（縮退がないとき）異なった基底状態波
動関数には異なった基底状態密度が対応する

これは決して起こらない

� �
n

�� �
� � n

�� � n�
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H ͷجఈঢ়ଶ  ͱ H
0 ͷجఈঢ়ଶ  0 Λ͑ߟΔɽ  E = h |H| i

Λ࠷খԽɺ 0  E
0 = h 0|H0| 0i Λ࠷খԽ͢Δ.  ͱ  0 ͕ಉཻ͡ࢠ

ີ n Λ༩͑Δͷͱ͢Δͱ,

h |H| i = h |H0| i + h |H � H
0| i

= h |H0| i +
Z

dr{v(r) � v
0(r)}n(r)

� h 0|H0| 0i +
Z

dr{v(r) � v
0(r)}n(r)

= h 0|H| 0i

 ͕ E = h |H| i Λ࠷খԽ͢ΔҎ্ɼ͜Εཱ͕͢Δͷɼ ͱ  0 ͕
͍͔͠ɼ͋Δ͍ॖୀ͍ͯ͠Δͱ͖ʢ͍ͣΕͷ߹ͦΕΒಉ͡ϙςϯ
γϟϧͷϋϛϧτχΞϯͷݻ༗ঢ়ଶͰͳ͚ΕͳΒͳ͍ʣɽ

（２）の証明
（２）異なった基底状態波動関数 異なった基底状態密度

同じ

は
を最小化
!Ψ !Ψ !H !Ψ



（1）と（2）を合わせると
（１）異なった外部ポテンシャルには異なった波
動関数（例えば基底状態波動関数）が対応する．
（２）（縮退がないとき）異なった基底状態波動
関数には異なった基底状態密度が対応する．

異なった外部ポテンシャルには異なった基底
状態密度が対応する．

(ホーエンベルク・コーンの定理）

これは決して起こらない
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縮退があっても良いのか？

しかしこのようなこと
は決して起こらない

（2）の証明をもう一度見返すと

たとえ縮退があっても良い

vext �
n

v�
ext �

v1

v2

�1

�2

�3

�4

n1

n2

n3

縮退があるとこのよ
うな場合があり得る



基本的な変数としての密度

ハミルトニアンが決まればすべては決まる
基底状態だけではなくすべての励起状態も決まる

そのシステムのすべては基底状態の電子密度 で決まる

あらゆる物理量は基底状態の電子密度 の汎関数

n(r) vext(r) H

n(r)

n(r)



V

n

3 次元3N次元

V

n

まとめ ホーエンベルク・コーンの定理

外部ポテンシャル

基底状態電子分布

�(r1, r2, r3, · · · , rN ) のかわりに n(r)



ホーエンベルク・コーンの定理の意味すること

基底状態の電子分布

その電子分布を与える外部ポテン
シャル

ハミルトニアン

すべての情報

ホーエンベルク・コーンの定理

基底状態の電子分布
がすべてを決める．
励起状態も決まる．

量子力学
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<latexit sha1_base64="X6GRoNXgEgXmgPqelJpkiE0oH8Y=">AAADKXicfVJNb9QwEHXDVwkf3cKRS0RaqVxWMULQC1IlLj0WiW0rbaKV7Uy6Vv0RxZN2lyi/hCuc+DXcgCt/BCe7h+4udCRLzzPvzbNHw0slHSbJr63gzt179x9sPwwfPX7ydGew++zU2boSMBJW2eqcMwdKGhihRAXnZQVMcwVn/PJDVz+7gspJaz7hvIRMswsjCykY+tRksBOmfZPmeioR2uPJIE6GSR/RJqBLEJNlnEx2gy DNrag1GBSKOTemSYlZwyqUQkEbprWDkolLdgFjDw3T4LKmN22jfZ/Jo8JW/hiM+uxNRcO0c3PNPVMznLr1Wpf8V21cY3GYNdKUNYIRC6OiVhHaqBtDlMsKBKq5B0xU0r81ElNWMYF+WCsuXPs/GLgWVmtm8iblsh3TrEk1tzN/syrv7KO9mO6161S3wi2sRWMRnPwMG8L9FaUr+EI57ZWuSBFmyIsmpm3n0o2rI/km74WfEZ/RJLy9Q8ft1GGaQ5FeHcT01X8/0TPcTcqtb/dbQ9d3ZBOcvh7St0P68U18dLjcn23ygrwkB4SSd+SIHJMTMiKC1OQL+Uq+Bd+DH8HP4PeCGmwtNc/JSgR//gJcRQVR</latexit>

H



例えば

基底状態で密度が一定 外部ポテンシャルは一定

箱の中の一様電子ガス・・・ ほとんど自明
n v

一様電子ガスでなくても一対一対応がある
n v

密度 外部ポテンシャル

密度 外部ポテンシャル

x x

x x



まとめ

次のことが理解できていればよい

基底状態密度と外部ポテンシャルの間に一対一対応がある

n v
密度

外部ポテンシャル

x x

ホーエンベルク・
コーンの定理

量子力学



1A-4-B
コーン・シャム方程式とLDA

2024年5月13日 １9時40分～21時
大阪大学 赤井久純



量子力学における変分原理

与えられたハミルトニアンについて，
基底状態の波動関数は

を最小にする．

の条件のもとで

��g|�g� = 1

E [�g] = ��g|H|�g�



密度汎関数理論
<latexit sha1_base64="MIsTdTMatDPNvTWnRqqNXW/DMrk=">AAAGdXicnVTPixRHFH67oxPtmNWN4EWExumVVWHyWqLuRRA1IAiy/lhHmR7H6prq3Y7dXWNXzbhrO2ByCMgG0QX9AzyIIIacknMu3kJOOeTgRQ8J8WLwIKigr2ubOLvjrmA13f3qve9933vV1eW3o1BpxL+Ghktr1pY/W7fe+nzDFyMbN41+eUbJTsrFFJeRTM/6TIkoTMSUDnUkzrZTwWI/EjX/4uE8XuuKVIUyOa3n2qIRs+kkDELONLnk6NBD8MCHAMborYBDCiG0QZMdwhUQYJm4gGmaJ5BBbN45hpFPQI98E5QXG8sCCw/hdfwB59NQl2/9gbL26vzt9Bd2DJM7r+uT9Ufn74FDDOPE26VnCjvpcjCJjt++K9pGr0vqOT8n/gwQqrC3UCD+93zRk5N/mhyHciZNxU3Ce8QZg03V9Yj3+4+q9XcXQES6Ec2mab7LKHpwia4O+VvEumNFrQMrRuoDFTSIJ2cWFGl9WFf8jDU8gvfxd3yGP+GbomIHviH+ruFsUCcL10p4FOc/qZN+prz6PCMhfEQ8K/ViF3gbrtJ9tHiv1nnDxNM+7o/2jk28gLW3GwwbB0lRSQwZ3YJy8ioc0na++/fGA5TmC///TXEGJa3ct3iEcNXjI7Q61/FHbIJ1bsvNf/AxPsIX+Cs+pVVdOL0bry0y4UJnnFZ7/u1IwbZwbv2pLTiFdQzMHsox0vgMN+Es4n/fxeB/YTU3VbCKZtiDhlsYFSjGZHN0eNhrSd6JRaJ5xJSqu9jWjYylOuSR6FleR4k24xfZtKiTmbBYqEZmToGePUaelh3IlO5E28bbn5GxWKm52CdkzPSMWh7LnR+K1Ts6mGhkYdLuaJHwRaGgE9la2vmRYrfCVHAdzZHBOP32Ibf5DEsZ13TwLFHxY+ohEZe5jGOWtDLPD3t1t5F5sS9naSajVi5vOxXX6S2HqiXYQEqdSC1UeEUMJI4tyVSBv5g5YzJV4Gkxq/0gq7i9XCVfrhxEJAc4rZE/66K1OkOOzbMtryUCrztecXeu2IRBqH7IqrXTrnGX75FB48yeqruv+vWJPZWDE8X+WQdbYTudMC7sh4O0XydhCnjpt9Lfpeel/9a+LG8rO+Udi9DhoSJnMywZ5a/eAZOpwGk=</latexit>

͋ΒΏΔཧྔجఈঢ়ଶͷిີࢠ n(r)ͷ൚ؔ

ఈঢ়ଶͷಈؔج  g  n(r)ͷ൚ؔ

 g =  g[n(r)]

৽͍͠ΤωϧΪʔ൚ؔ Ev[n]Λ͑ߟΔ

Ev[n] = h g[n]|H| g[n]i

ͨͩ͠ɼH ࣗ nͷ൚ؔͱ͠ͳ͍.༩͑ΒΕͨ
֎෦ϙςϯγϟϧΛؚΉ H Λ༻͍ΔɽnΛมԽͤ͞
ͯH มԽ͠ͳ͍ɽ



2つのエネルギー汎関数の意味
<latexit sha1_base64="i3z2DdfkR3pgyGCFcRxLsdR/RbQ=">AAAHDXicfVRBbBtFFJ0E16SLSRo4cllwIqWX6G8PwKVSVQJUwlghaepEu441O561t97dWe2MTRLjFioOaVMJKVLhWKkHxIkbcEEcCxJCnDhwQJXg2CNcIFXN33HixLHrtbw7+/978/9//++4ceBLBfD7xORzmTPZ56fOGi/kXpyeOTf70jUpmgnja0wEIll3qeSBH/E15auAr8cJp6Eb8JLbeCv1l1o8kb6IrqrtmJdDWot8z2dUoUnMTvxLHOISj8zjUxJGEuKTmChc+2SHcGJoPyc1fI9Im4T6mWIo2jjpoM0igMxQr43PD+xl++Hml1Agc4hcQH4L7wk5j785qBWn4QrchruwB/VuDsoQ9Rn7pf827yXf0vegDiXw7PvyKWwg7g94CH/Dd/AXPEZGCSpQAAYe/AqP4DH8BD/DA/TfCnbgBtzp5j46gKi/01fwC2K+BlEkdKb1KTQ0aq87nUbue5/APmb7NqlgBQ7mGhITq+tgvnViYA53Ie7mtBY2eoZxJrk40m4PKVBGj4N3gxhXc95laHRzR/WP1OtYk9qRHsGfK7/de8BjxDtkWXdqOO9b/TpXIRqL3G8uwBJ43VzxgM6gJifURl4rRbAJqKKqDbvXj0Hdx+/egF3Y25Sld5dxnztT7S/0DqvY4QLU4P0xnUgj13vaDyjfOqF2a7zCz+ypeRyDmCBW5iEKiqmm3emRXSjoHE/VfdSZ/vw24Lqey6V0trG2BnJuFl/9+Ew6fZ/8g5XegArO0XF9qaI46SA2zq5kV++rLBTs9dKC1qjQz3JYU6Hz2YV34LpmCc0qYfwlrMBAlIPfZkSqo77Yyrk8LIK+zOGFdbjIk8NruTI7OelUBWuGPFIsoFLaFsSq3KaJ8lnAO4bTlDymrEFr3MZlREMuy219OnXMebRUTU8k+I+Uqa0nGW0aSrkduogMqarL077UOMpnN5X3ZrntR3FT8Yj1AnnNwFTCTI86s+onnKlgGxeUJT7marI6TShTeCAORHFDrCHiHzIRhjSqth3X79hWue2ErtjCNxFU0/DmXN6a65yGygGsJ4SKhOLS3+FDxPkBpvTcHrOumdJzFN9SrtfOW500SipXCsJNLjLUyN2ywBi/Q4pN2YZT5Z7TWshb559ZhEbIk5CxuePUWKdnZHhx7cKi9fqi9cGF/KXLh/MzRV4hr+G3ZJE3yCVyBU+KNcIyG5mbmd3M7exn2W+y32d/6EEnJw45L5OBK/vj/0NXG1s=</latexit>

͕ີࢠి n(r)Ͱ༩͑ΒΕΔͱɼͦͷిີࢠΛجఈঢ়ଶͱ࣮ͯ͠
جͷܥΔϙςϯγϟϧɼ͕ͨͬͯ͠ϋϛϧτχΞϯܾ·Γɼ͢ݱ
ఈঢ়ଶΤωϧΪҰҙతʹܾ·ΔɽͦͷΤωϧΪʔΛEgͱ͢Εɼ

Eg = Eg[n(r)]

ಉ࣌ʹɼిີࢠ n(r)Λجఈঢ়ଶͰ࣮͢ݱΔಈؔ  g ܾ·
Δɽ͜ͷ g Λ༻͍ͯɼҙͷϙςϯγϟϧ vΛܥͭ࣋ʹର͢Δϋ
ϛϧτχΞϯͷ g ʹΑΔฏۉΛ͢ࢉܭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽͦͷΤ
ωϧΪʔΛ Ev ͱ͢Ε

Ev = Ev[n(r)]

Egͱ Ev ผͷ൚ؔɽn(r)͕ͦͷϋϛϧτχΞϯͷجఈঢ়ଶి
ʹͳ͍ͬͯΔͱ͖ʹͷΈ྆ऀҰகɽ·ͨɼEvີࢠ ʹରͯ͠
มݪཧ͕ଘ͢ࡏΔ͕ Eg ʹͦͷΑ͏ͳݪཧଘ͠ࡏͳ͍ɽ



2つのエネルギー汎関数の意味

n(r) � v[n] � H[n] � �g � ��g|H[n]|�g� = Eg[n]

同じH（ nと共に変化） 固定したH

n(r) � v[n] � H[n] � �g � ��g|H|�g� = Ev[n]

Eg

Ev



密度汎関数理論における変分原理

大きな違い
Ψは３N個の変数を含む関数

nは３個の変数 x, y, z のみを含む関数

形式的に１体問題に帰着した

<latexit sha1_base64="a5fIM7NUMCgdjEeu5XxvbSwGPu0=">AAAEOnicfZPPa9RAFMff7mpt16qtghcvwd1CvZSXHrQXoaCCoEJt3f5gE8pkdrI7bJIJmUltG3LxIGoFpeBZ8OxVT/4bHrz2Jl6915d0Kd1t7UDIm/c+3/feTF68OJDaIP6qVGsXLo5dGp+oX568cvXa1PT1Va3ShIsWV4FK1j2mRSAj0TLSBGI9TgQLvUCsef0HRXxtSyRaquiF2YmFG7JuJH3JmSGXmvoIDnjgwwy9NXBIQEIMhmwJuyCgXsYFdGkfQQZh+S4YRj4BOfnukS4srTo0KdrEfWca1zYmVm5iC9u4h73DSXTxPfbxDXL0g4Pln5++iJhoB5bKWm3SuaR8dazcIN0TfHs4eYJqlhn2NiaWx1Y+mzGMiPiA77BPzCPYhK3jPNGgk2F+P53Fh5R3BXv4FLv4DPeo55zyC6I7Z51vc6qBc1gu67RhD4wGDNbS5nS16nQUT0MRGR4wrds2xsbNWGIkD0Red1ItYsb7rCvaZEYsFNrNyk+ZWzPk6Vi+SuiJjFV6TyoyFmq9E3pEhsz09GiscJ4Va6fGX3AzGcWpERE/KuSngWWUVcyF1ZGJ4CbYIYPxRFKvFu+xhHFD0zNUxQvpDJF4yVUYsqiTOZ7M27abOaGntmmngk5R3mo27GY+iuoh1lfKRMoILXfFKeHMkFL73pGyVyq17xixbTw/a9h5UaW4rgKiJPc53ZG3bWP9/AwFW6jrTkf4ztZsw77z30OUhD6JnNs7TY09OiOnjdX5OfvunP18vrG4MJifcbgFt2EWbPqrFuExzX0LeOV15WvlW+V77UftoPa79ucIrVYGmhswtGp//wENekUo</latexit>

nΛগ͠มԽͤ͞ΔͱɼͦΕʹΑͬͯಈؔ
 [n]গ͠มԽ͢Δ͔Βɼ ʹΑΔมݪཧ
ͷ͔ΘΓʹEv[n]ͷ nʹΑΔมݪཧΛ༻͍Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δ



コーン・シャム方程式1

を最小化する

汎関数微分

汎関数微分

�Ev

�n
= 0Ev[n]

関数 n(r)を�n(r)だけ微小変化させたときの
Ev の微小変化が�nの１次の程度で

�Ev =
�

�Ev

�n
�ndr

で表されるような関数（積分核）として定義.



コーン・シャム方程式2

F [n] は外部ポテンシャルによらない

F [n]は原子、分子、固体、液体等
によらないユニバーサルな汎関数

<latexit sha1_base64="4yjJHc1nG6nfHPPdn47nCdoSvek=">AAAEunicfVLNa9RAFH+N21rjV6vgxUtwt9JaKZOCtQcLBVEED63STzZhnUwmu2OTTMjMrm1DxKv0ogXFs/+Edw9e9erBi14Ej/4DvqRBu13bgZDfe+/3e188LwmF0oR8HTJO1YZHTo+eMc+eO3/h4tj4pTUluynjq0yGMt3wqOKhiPmqFjrkG0nKaeSFfN3bulvE13s8VULGK3on4W5E27EIBKMaXXLsCzjgQQAT+FfAIAUBCWjEAnaBg1nGObTRjiGDqPwXHIo+Djn65lEXlciEBtyDFvSgQR6Sl5tXXv0k38gn8pt8ID/IL4wWkf2VafLi3TDZfzzy9jvZJHukM1AngBArhGi10b6B2U24XuVuoseFBbhfoWnUFioNFviIezCJc0yhVaB/9hRy+u3rZV2Ofv+Ymg2ML5fbaCHDQV2EedsYs7AD62+0OZDbxUllNXGHyDfvlz6Sp2Qp3CXPyd7rz+RJsSGskB/qYHC7ZmusTmZI+axBYFegDtVbbo0bhuNL1o14rFlIlWraJNFuRlMtWMhz0+kqnlC2Rdu8iTCmEVduVp5Sbk2gx7cCmeIXa6v0HlZkNFJqJ/KQGVHdUUdjhfN/sWZXB/NuJuKkq3nMDgoF3dDS0iru0vJFypkOdxBQlgrs1WIdmlKm8Xr7qngRzhDzZ0xGEY39zPFE3rTdzIk8uY2WDP2ivNWo2438KFX1cQMpdSw1V2KXDwgn+pQq8A6UnVKpAkfzbe0FWd3OiyrFugoSJllguCNv2ybmyRkKbqE2HZ8HTm+ybk8dO0TJUIcpJ/aOV2MfvZFBsDY7Y8/N2I9m64vz1f2MwlW4hjdsw21YhAd43avAjBHjpnHLmKvdqXk1Uds6oBpDleYy9L2a/gMFgFLQ</latexit>

Ev ͔Β֎෦ϙςϯγϟϧ vΛؚΉ߲Λ͢Δͱ

Ev[n] = F [n] +

Z
drv(r)n(r)

 g =  [n(r)] vͱؔͳܾ͘·Δྔ͔ͩΒ



コーン・シャム方程式3
運動エネルギー

ポテンシャルエネルギー
相互作用エネルギー

<latexit sha1_base64="PMyS65FAaIV82KjKZagBtDFGx/0=">AAAE+nichVS/b9NAFH41AUr40RZGFoukqCzVuQN0QapEQQikUqqmrRSHcD6fE1P7LvKd07Ru/gFYAAkmpgohEBITC/8AYkFMDIiRDSSExFKpHXh2o9IkpdzpfO/e+7733j0/22kEvtKEfBkwDuUOHzk6eCx//MTJU0PDI6cXlIwjxktMBjJacqjigS94Sfs64EuNiNPQCfiis3wltS82eaR8Keb1aoNXQloTvuczqlElh3+BDQ54MIq7AgYR+NAAjbIPa8Ahn9k51PAsIIEw21MMRR2HNuouIS/MJBslCQGuCE8rUEekzlC9fjTyHYgRSxGbchnKKa4I81AFgrsJ58Fsbs48vmXHY0SQe2S6/P7OC9QX0QfaiZj5eff3063y7PoWEQ9vzn0mL8lH8oO8IduIsnGm/q6ivzS3CLM04XoWUePiWWadOOQT2SYfyHd8/t9HC7PdZS4/IIxUyY1H38h9Iube1Z4RmHnOvjY3n2zs8dVdmzS6m927mHn1sTL1rCoRTom1KxKwh0iJTHeqx/HO7j6Vy+P6a+17P9XhAhkn2TD7BasjFKAzZqsjhmG7ksUhF5oFVKmyRRq6ktBI+yzg7bwdK96gbJnWeBlFQUOuKknWim1zFDWu6ckIl9Bmpt3LSGio1GroIDKkuq56balyP1s51t5kJfFFI9ZcsJ1AXhyYWpppX5uuH3Gmg1UUKIt8zNVkdRpRprH7u6I4Id5B8BUmw5AKN7Edv122KokdOrKFJxm4aXizWLCK7V6o6sJ6UmohNVf+Gu8jjnYxlefsMOsZU3m25i3teEnBaqdR0nKlIHRymWGNnJZF8gd7SLEpO2+73LObYwXrwj8vkSHUXsiBuWPXWL090i8sTIxbF8et2xOFqclO/wzCWTgHY2DhX2EKv7VZKAEzrhmBERvN3HpuI/cq93oHagx0OGega+Te/gGsSnSB</latexit>

T0 ૬࡞ޓ༻ͷͳ͍ີ n ͷԾిܥࢠͷӡಈΤωϧΪʔ
EHartree ϋʔτϦʔΤωϧΪʔ
Exc ૬ؔΤωϧΪʔ!ɹখ͍͞ΓͷޮՌɹަ͓ͨͬ

計算できる

<latexit sha1_base64="Kt6u51OiUbbHhwFDxZFDiWezh+8=">AAAHJ3ictVTLbtNAFL0NIbTh1cKSjUXSlhI1sltR2FSqQJVYFqkvFEdhPBmnVv0InklI6von2LGFFV/DDsGSP+GMG0Scpi2LYmk893HOvTN37ozT9T2pTPPnTOFG8Wbp1uxc+fadu/fuzy882JdRL+Zij0d+FB86TArfC8We8pQvDruxYIHjiwPn+JX2H/RFLL0o3FXDrmgGrBN6rseZgilaKJTIJodc/CVxismjLinIHp2QoHLmFdSBHlJCQTZrDINNUArbBnhBJpWpStvUoj5VzY9v51rOOb5LPpg+tA70p2CVR4wl2qRdqgGvkYoMakPu0xOsaQVaH6gElhi5DEQcAJPC+xejUeGEpUZ7WdwWmfDWMK47vgF5D/MurY7yaNwSUDb2tvTfs2/nmK9R3RjcGDH06RijFdrUA7sNW4zziIHikJOJlRuQroqYZt48ZoBo2rMyZd/XfaLGP+y6NnV9S1k3iqwOUzvRbJnvzANg3qNaDCjdzzZmD/ehm+GHkBT+PuJcXfvN7MTdUb0tWht1wPR6jGvLOWYC5mQd8voyhr6Bp2O21Zz/FP4qdpSO1eDcbW7NV8y6tb628WzdOC9YdTP7KjT6dloLhYLdjngvEKHiPpOyYZld1UxYrDzui7Rs96ToMn7MOqIBMWSBkM0ke7dSYxGWtuFGMUaojMw6zkhYIOUwcIAMmDqSkz5tnOZr9JT7opl4YbenRMjPErk931CRoR9Bo+3Fgit/CIHx2MNaDX7EYsYVnspcFifAHkLxgUdBwMJ2Yjte2rCaiR040QBa5Ld1eqNasarpJFTmsG4UqTBSQnon4hxxMceUrnPGPMqY0rWVGCjHTSpWqrPocmkQgmxy1MgZWGb58ggaq9lluy1cu/+kYq1cuIkMIcchl64dXfOnNYyLhf21urVRt96sVbZejvpnlh7RY3SoRc9pC/dnB+8RL8rip+Ln4pfS19K30vfSjzNoYWbEeUi5r/TrN5cYrPU=</latexit>

Ev Λมܗ

Ev = T +

Z
drvext(r)n(r) + U = T0 +

Z
drvext(r)n(r) + (U + T � T0)

= T0 +

Z
drvext(r)n(r) + EHartree + (U + T � T0 � EHartree| {z }

Exc

)

= T0 +

Z
drvext(r)n(r) + EHartree + Exc

ͨͩ͠ EHartree =
1

2

ZZ
drdr0 2n(r)n(r

0)

|r � r0|



コーン・シャム方程式4

�Ev

�n
= 0

ただし vxc = �Exc/�n

�T0

�n
+ vext +

�
dr� 2n(r�)

|r � r�| + vxc = 0



コーン・シャム方程式5

一体問題 厳密に解ける

<latexit sha1_base64="ag3Pih9P0WEPVQqglAC0lsVFJfQ=">AAAF73icfVPNT9RAFH/sugpF+dCbXhp30UWFTElUEkNCogcPBBbCZ7YbMm2nu4V2unZmV6DsHcMFOaiJifHKX2D8B7x48GyiJ48evZhw0NdhE/YDmGbSN+/9fu/9ZuaNVfU9IQn53pNKX8pcvtLbp/VfvTYwODR8fVmEtchmS3boh9GqRQXzPc6WpCd9tlqNGA0sn61Ym0+T+EqdRcIL+aLcrrJSQMvccz2bSnSFwz0bYIIFLozgX4ANEXhQBYm2BzvAQFNxBmVcc4ghUP8EQ9HHoIG+SeQFytL2fiwcrfWxKuSgDuvoMTFjADoiXfwakCOH5sA8IyvEPcjufGWfd/rXB8kmWSP7pPJq/+AmRmbIHpkjG2QfeZ31XfCxso+rMq7vYUYN7iDGVxUkWnEX5xTPwGkydMS4qI2i9kSlgzEf+RQji6icqP20+zn6dLiP8+y96TCFk6jcJhThoTrJUrPeRZx6M6+pFEu0HLTrkEf0KNztUDuBmHxbfFSp3W3xjbXFd89RvoX5Guq8GOZ0zjwrU/VEGSqoa1ztpRV/xn3ED/4N452G5Cf5Qv6QT+QX+X1BP/DZMcLrf2cP58xaHm9/gzxD9Czk3hwXC7vHhL/+ViwsvC+6hC/NvZvB6hryThV0d6S2PpQl40QNvdswmkYWmqOwPpxKmU5o1wLGpe1TIYoGqcpSTCPp2T5raGZNsCq1N2mZFdHkNGCiFKv319BH0OPobhjh5FJX3lZGTAMhtgMLkQGVFdEZS5xnxYo16U6WYo9Xa5Jx+6SQW/N1GerJY9YdL2K29LfRoHbkoVbdrtCI2hKffFsVK8A9cPbSDoOAcic2La9RNEqxGVjhFq5C30nK67mskWt0QkUb1g1DyUPJhLfDuogjbUzhWifMimIK15RsS1punDUaSZXkuBIQJpmy8YysLYNoF2dIsAlbMx3mmvV81hg9dxMKIVohF2rHrjE6e6TbWJ4YNx6NG/MT2enJZv/0wi24jW/NgMcwDc+hAEtgp5+kaXojvZl5kXmb+ZD5eAJN9TQ5N6BtZI7+A3yLk78=</latexit>

ิॿม ve↵ Λಋೖͯ͠࿈ཱํఔࣜʹ͢Δͱݟ௨͕͠
Α͘ͳΔ
8
>>><

>>>:

�T0

�n
+ ve↵ = 0

ve↵ = v +

Z
dr0

2n(r0)

|r � r0| + vxc

ୈ̍ࣜϙςϯγϟϧ ve↵ ͷதͷ૬࡞ޓ༻͠ͳ͍ N
ͷֶྗࢠͷྔܥࢠి



コーン・シャム方程式6
<latexit sha1_base64="LrGZQ8c8Hp8OM5IFwrW2GXZFVjE=">AAAHf3icjVTNb9xEFH9ZFjZ1IGngyMViN01C29VzJCBIjVSJHhCVkpQ2TaX11ozt8a4Tfyz2eLuJs9xLIyF65R/gxKUSiBM3LgihHrmBOCEkJMSNIqVvZhd1HW9bbFl+897v9+Z9zdi9wE8F4s8zlReqL75Umz2jzb38yvzC2cVXb6Zxljh8x4mDOLlls5QHfsR3hC8CfquXcBbaAd+199+T9t0+T1I/jm6Igx5vh6wT+Z7vMEGqeLGyBibY4MES/VNwIAEfeiBI9uEQOGjKzqFD6whyCNVfYhjpOAxJt068UElaB6xj3IcGbEJjew4jfIi/46/4L35HOhP6xEqI2yUPFn0NvG/OX+O4i15+AQxrAe9//lNr+8MvWh527t5jDh6jZdm4LxH4AW6dzJci8iAgrwGtOrR+k+LQ4BxhAsJ4lIkp4zrFeYLn4JYYK3CRVhGhbOX7NqyBDufp61PUOdkSyldXaI/Ypqpah7ISsEr6cp46bEzoOVlkfQOIaZeRvcwx6W3BW6obbRXh9N1XFHeFtKtq940SbkAeyrjzaldZD0GSO2FdVhaPZEadzSn7qMBepk92+2hCd7FgPyL7tIoNyN9QdYOTT3dqJyar2STOuQJ+WrdN8spVHpy4gcqJQ34yiw9o8v7GR/gN/oa/8G8P56yFkzOqssRDCz/C3f85T9GUOuvqzGSUmczRJ41B6Ns0+/q4NsWOFj0cqbl6bnY3jjHehGwPv8Qf8Q/8ijKKtjbxSvI1u4pX8e7orGV7/T/xE+xgF++Nz0ifYuupDlItKLLRGX1qtZQ+VjOZ0CoZ9yPH6/RKz/FnD7cu0YnewyvXH7S+x71PPya79KipM/BfDuUbQrPO1rGJ6tHLgjEW6jB+tq3FSsV0YycLeSScgKVpy8CeaOcsEb4T8KFmZinvMWefdXiLxIiFPG3n6j4c6kukcXUvTuiLhK60k4ychWl6ENqEDJnopqdtUjnN1sqEt97O/aiXCR45o428LNBFrMvLVXf9hDsiOCCBOYlPsepOlyXMEXQFF3axQ8oh4necOAxZ5Oam7Q9bRjs3Qzse0CoOXLm93qgbjeFpaFrAenEsoljw1D/kJeJSgZl69ojZVczUMwUfCNvL68ZQ7iLLJUHkZMOhGtkDA7Vne5BYydZMl3tmf6VurD41CYVIJyHPjJ2mxjg9I2Xh5lrTeLtpXFurX14fz88svA5v0Dkz4B24DO/DNuyAU/2h+lf1n+qj2kxtudas4QhamRlzXoPCU3v3MffY6Fg=</latexit>

Nʹޙ࠷ ͷύϥϝʔλݸ 'iΛಋೖͯ͠ୈ 1ࣜΛྔࢠ
ྗֶͰ׳ݟΕͨܗʹ͓ͯ͘͠ɽ
8
><

>:

�
�r2 + ve↵

�
'i = "i'i

ve↵(r) = vext(r) +

Z
dr0

2n(r0)

|r � r0| + vxc

ʢίʔϯɾγϟϜํఔࣜʣ
ͨͩ͠

n(r) =
NX

i=1

|'i(r)|2

Ұ൪ΤωϧΪʔͷ͍ঢ়ଶ͔ΒN ൪·ͰͱΔɽ
͜͜·Ͱۙࣅͷͳ͍ີݫͳ



第１式の導き方
<latexit sha1_base64="gJn/Ba4j9+G2K6OMxqhEnC13IrM=">AAAJf3icvVVNbxtFGH6TgolNKQ0cexlht9gNjWYjBG1RpAo4cKhCKU1S5HGi/Zi1V9kvdsZpgusDtwAHpB658Bc4ckbixC/gjDhwREgc4JA+M3Zbf5Ne2NWs33nf5/2cZ71eHkdKc/7r0vK5F14svbRSrrx8/pULr15cfW1HZd3Cl9t+FmfFfc9VMo5Sua0jHcv7eSHdxIvlrnfwgbHvHspCRVl6Tx/nspW47TQKI9/VUGWr5zZIkEehfUpqU0Qp9SixvxHl5EInqQ+dQ5x8WIxcmcCHFAMZY9fG/iowFboCTEgF9D4QggLgY9LYM7pH+4jWn9Kn0DFawzoEwlgLZGRAhLiNbROLYwn6nLrwCax82yI00KaCjo1W4M7owQiyMreieZUI7AeRBRBP6l7DzvSt59Yp6D3YBd1ETAFMHfaGRT2pT4x0c8VWJuERzJ4l/xR3+/Q81WyVESmcjEEdQ9J4mipNzfWRbI1hfAFMF9WZOiNoHETcoy1YHlq0mVSOmiIgookID4HcsFmfTpt3Tjp8l4fQplTj6dZv/Fv+NT+wqNFoe6i9xtufle+WzsQXQXcXnh57jtOb7mvPZvm/TnScn/Xh3N+yVWbAKsgMZ9AYwQnoJR3h2Ttd2f/5qy/b7tbfp+XhbBaw4z9YMehwk64tYMKz7mdPbnL2ucVoWE0tzLKkP9PybFYDzKwMZrYMHexMMO1Rt84/BNMqc7h1wE/4N4Zf/FHz+5PbZ2TZov+KUX7Usbu2sO/n6XrRf9qa9ZCIohAhRiWpnQsb41dj5uxmvfHc9jmTV3aS05lq4DXjf/AfsP7iP/Lfedq+2vzu459kfgYGMtj7I4ipr8f+xSpf5/Zi04IzFKo0vO7sry4viyDzu4lMtR+7SjUdnutWzy105MeyXxFdJXPXP3DbsgkxdROpWj37Peyzy9AELMwKrFQzqx316LmJUseJB2Ti6o6atBnlLFuzq8PrrV6U5l0tU3+QKOzGTGfMfFxZEBXS1/ExBNcvItTK/I5buL7GJ3gsi5egh1Q+8LMkcdOgJ7yo33RaPZF42RF2WRyY9KxWdWr9Sagaw4ZZptNMSxV9IaccL495qtAbeHaspwqFlkfaC3tVp2+ymHEZEIJs+piRd+TwyuIIBmu8KyKQoTisV53G3CYsQo1CFtYO1jiTHJkWdjbWnXfW3/5ko3rr/SF/VugSvYF3wqF36RZ9RHdom/zSL6U/S/+U/i0vld8sr5f5ALq8NPR5ncau8o3Hasc2zA==</latexit>

�T0

�n
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�n

⇢
T0 +

Z
ve↵ n dr
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͜͜Ͱɼn(r) =
NX
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i

⇢
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Z
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�
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NX

i=1

Z
'⇤
i
@2

@r2
'i dV Λ༻͍ͯ '⇤ ʹΑΔมΛ࣮ߦ

,
✓
� @2

@r2
+ ve↵ + ✏i

◆
'i(r) = 0 ʢ✏i: ϥάϥϯδϡͷະఆʣ



局所密度近似（LDA/GGA）

唯一の困難

（密度汎関数法が成功した理由）

がそもそも小さい。他の項が系
の性質のほとんどを決めている
に対する良い近似が得られる

しかし

局所密度近似（LDA）

vxc

vxc

vxc



一様電子ガスと局所密度近似
密度が n の一様な電子ガスの電子あ
たりの交換相関エネルギー

非常に精度よく計算可能

非一様電子系の交換相関エネルギーを

と近似する． は の汎関数ではない．
ただの関数である．精度の高い内挿式が与えら
れている．

LDA

�xc(n)

Exc � ELDA
xc [n] =

�
dr n(r) �xc

�
n(r)

�

�xc(n) <latexit sha1_base64="mhiamDXc/5TJB72b7M1Bbx0tvp8=">AAADGXicfVJLb9QwEHbDqyyvFo5cItJK5bKKEYJekCpx4dhKbFtpE1W2M+la9SOyJ2WXKL+AK5z4NdwQV079N3Wye+juQkey9Hnm++al4ZWSHtP0aiO6c/fe/QebDwePHj95+mxr+/mxt7UTMBJWWXfKmQclDYxQooLTygHTXMEJv/jYxU8uwXlpzWecVZBrdm5kKQXD4DoyZ1tJOkx7i9cBXYCELOzwbDuKssKKWoNBoZj3Y5pWmDfMoRQK2kFWe6iYuGDnMA7QMA0+b/pO23g3eIq4tC48g3HvvalomPZ+pnlgaoYTvxrrnP+KjWss9/NGmqpGMGJeqKxVjDbuxo4L6UCgmgXAhJOh11hMmGMCw3KWqnAdZjDwRVitmSmajMt2TPMm09xOw8+qoisf7yR0p12l+iVuaS0ai+DlV1gT7i4pfcnnykmv9GWGMEVeNgltuyrdujpSSPJBhB3xKU0Ht2fouJ16kBVQZpd7CX393yF6hr9JubX3cDV09UbWwfGbIX03pEdvk4P9xf1skpfkFdkjlLwnB+QTOSQjIgiQb+Q7+RH9jH5Fv6M/c2q0sdC8IEsW/b0GtBn/DQ==</latexit>

n



LDAでの交換相関ポテンシャル

Excの nによる変分をとって、 は

と表される．

vLDA
xc = �xc

�
n(r)

�
+ n(r)

��xc

�n

����
n=n(r)

vxc



局所密度近似の意味
それぞれの微小領域では一様な
電子ガスであるとする。ここで
の局所的な交換相関エネルギー
を足し合わせたものが全体の交
換相関エネルギーだとする．

本当はそれぞれの領域で決まる局所的な交換相関
エネルギーというものは無い→局所近似

n

r

n(r)



一般化勾配近似(GGA)の意味
それぞれの微小領域では一定の
勾配をもった電子ガスであると
する。ここでの局所的な交換相
関エネルギーを足し合わせたも
のが全体の交換相関エネルギー
だとする．

本当はそれぞれの領域で決まる局所的な交換相関
エネルギーというものは無い→やはり局所近似

n

r

n(r)



LDA/GGAの有効性

基底状態の性質、特に
•凝集機構
•結晶構造
•磁気秩序

等に対して信頼できる結
果を与える．

低い励起を伴う現象に対しても有効
•有限温度磁性
•輸送現象 残留抵抗



コーン・シャム軌道の意味

l 相互作用のない系に対しては本当の軌道
l 相互作用のある系に対しては変分パラ
メータとしての意味しかない

l 同様にコーン・シャム軌道エネルギーは
一粒子エネルギーの意味を持たない

l 特に一粒子励起エネルギーやバンド
ギャップには対応しない

l 意味のあるエネルギーは全エネルギーだ
け



コーン・シャム方程式の意味

仮想世界の量子力
学－相互作用のな

い世界

現実世界の量子力
学－相互作用のあ

る世界

基底状態では同じ n



Calculated equilibrium atomic volume



Typical examples

Slater-Pauling curves 
(1991)

P.H. Dederichs, R. Zeller,
H. Akai and H. Ebert
J.Magn. Magn. Mater.100, 241 (1991).

3d不規則合金の電子
状態と磁性

KKR-CPA-LDA



局所密度近似（LDA/GGA）の限界
【ホーエンベルグ・コーンの定理】
すべての物理量は基底状態密度の汎関数
これは励起状態の物理量に対しても正しい
【コーン・シャム方程式】
基底状態密度をきめる方程式
これは励起状態に対しては何も与えない

励起状態
別の理論が必要
e.g. GW法，時間依存密度汎関数法，多体摂動論

例えば，コーン・シャム方程式のエネルギー固有値
のバンドギャップは本来のバンドギャップとは一致
しない．相互作用がない場合にのみ一致する．



局所密度近似（LDA/GGA）の限界
LDA/GGA
一様電子ガス，あるいはそれから少し揺らいだ状
態の交換相関エネルギーを借用する．相互作用エ
ネルギーが運動エネルギーに比べて重要になって
くるとLDA/GGAは破綻する
例えば、単純金属や半導体では良い近似である。遷移金属で
は破綻するかしないかの境界領域（強相関系と呼ばれる）．
希土類元素では破綻した領域。多くの絶縁体では完全に破綻
しているはずであるが、電子が局在していることが確定して
いるために，再び良い記述をあたえる．

強相関系に対して様々な試みがなされているが、
決定打は無い．「手で相関をいれてしまう」やり
方がしばしば用いられる

e.g. Hybrid法、 OEP法、SIC、LDA+U等



まとめ

§計算機ナノマテリアルデザイン
§量子シミュレーション
§量子デザイン

§密度汎関数理論と局所近似
§ホーエンベルク・コーンの定理
§密度汎関数理論→n による変分原理
§コーン・シャム方程式
§局所密度近似

§量子シミュレーションへの応用
§ LDA/GGAの限界



密度汎関数法のまとめ
以下のことが理解できていればよい

基底状態密度と外部ポテンシャルは一対一対応
（ホーエンベルク・コーンの定理）

このことを使うと
運動エネルギーと外部ポテンシャルエネルギーと相互作用エネル
ギーの和は、正しい基底状態の電子密度に対して最小

このことを使うと
有効ポテンシャル中の相互作用しない電子の基底状態の電子密度
は相互作用する電子系の正しい基底状態電子密度を与える
ただし

最も簡単で比較的良い結果を与える処方箋が局所密度近似
しかし、色々な近似は可能
有効ポテンシャルを決める一般的な処方箋は知られていない


