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牧野さん、還暦おめでとうございます！

多方面でのますますのご活躍を期待しています。



１. 牧野さんに関して

以下では敬称略。また、あくまで青木の主観的意見です。



牧野さんとの関係

牧野さんとは研究分野は違ったが、もちろん名前は知ってた。

特に、重力計算専用機GRAPEシリーズの開発者としての牧野さんの名前はよく聞いていた。 

これは、１９９２年から始まった「超並列計算機CP-PACS」の開発プロジェクトに私も関
わって、「分野の先輩」あるいは「ライバル」としてその名前が上がっていたためだろう。

牧野さんと実際に関わるようになったのは、２０１０年から始まったHPCI戦略プログラ
ム分野５「物質と宇宙の起源と構造」の活動を通してである。これはスーパコンピュータ
「京」を有効に使うためのユーザー側の研究組織であるが、私が統括責任者、牧野さんが
研究開発課題４「ダークマターの密度揺らぎから生まれる第１世代天体形成」の責任者で
あった。

戦略プログラム発足にあたっては紆余曲折があり、後述するように私はその騒ぎの中で牧
野さんの「凄さ」を知ることになる。

戦略プログラム以外でも、計算基礎科学連携拠点では、私が拠点長、牧野さんが副拠点長
として毎月の会議などで一緒だった。



それ以降も、２０１６年から始まったポスト「京」重点課題⑨「宇宙の基本法則と進
化の解明」などの活動を通して、牧野さんとは様々なところで接する機会が多かった。

残念ながら、牧野さんと関係はほとんどが公的な活動に関するものであり、個人的な
交流はほとんどなかった。
数少ない個人的な交流として覚えているのは、牧野さんが東工大にいた頃、共通の友人
であった藤垣さん（現東大副学長）と３人で秋葉原で飲んだことである。牧野さんは
お酒を飲んでも普段とほとんど変わらなかった。

牧野さんと言えば、所属がどんどん変わり、また、その周期も短くなるのが有名であ
る。私が知り合ってからでも、東大駒場→天文台→東工大→理研RCCS→神戸大、と
移っている。（最近は落ち着いてきたようだ。）

研究関係では、ダークマターのシミュレーションでゴードンベルを獲得したのが印象に
残っている。また、ダークマターの質量分布に関する話が面白かった。

牧野さんは研究以外の多方面でも活躍しているが（私があまりその手の情報に接しな
いため）、詳しいことは知らない。次に紹介するのは、私が最も強烈に覚えている牧
野さんのエピソードである。



勇気（胆力）の人、牧野さん

２００９年１１月の事業仕分けで次世代スパコン「京速」が事実上の凍結と判定され
たが、それに反対する研究者達が記者会見を開いた。私は海外出張中だったため、不
参加。（後で？）ニュースを見た。

色々な人が事業仕分けの判断に反対の意見を述べていたが、（いつものジージャンで
参加していた）牧野さんが、どう聞いても「このスパコン計画はダメである。」と言っ
た趣旨の発言（細かい部分は覚えていない）を牧野節でボソボソと言っていたのには驚
かされた。

もっと驚いたのは、牧野さんの発言を聞いた新聞記者がその主張を理解できず、「事業
仕分けの判断に反対」と受け止めたていたことだった。（同席していた宇川さんなど
は渋い顔をしていたが。）このような席でよもやスパコン計画に反対する意見が研究者
から出るとは思っていない記者たちの「思い込みバイアス」のおかげで、この発言は騒
ぎにはならなかった。

とはいえ、このような席で全体の主張とは反対のことを堂々と発言した牧野さんの勇
気、胆力には感服した。周りの空気を読んでしまうヘタレの私では到底真似できない。



この勇気を支えるのは、牧野さんが持つ計算機開発に関する幅広い知識と深い造詣だと
思う。自分の判断は正しいという自負のもと、あの発言がなされたのであろう。

これに関連して、事業仕分けでの「２位じゃダメなんですか？」という発言に批判的な
研究者が多いことには違和感を覚える。これを素直に読めば「開発された計算機の速度
が世界１にならなかったら、全く意味がないのですか？」であり、これに真摯に応える
ことは税金を使って研究を行っている科学者の義務であると思う。

スパコン速度の１位を「発見を最初にしたかどうか」にすり替え「科学では２位は意味
がない」という人がいるが、それは適切ではない。２位のスパコンでも上手く使えば良
い成果が出せるし、速度だけでなく、コストパフォーマンスや消費電力なども大事だ。
個人的には、速度＝ルミノシティ、メモリ＝最高エネルギー、と大雑把に素粒子加速器
の性能と対比させている。

前述のHPCI戦略プログラムは、事業仕分けのおかげ（？）で始まった活動であり、スパ
コン開発はその後も「科学成果重視」の傾向が続いている。最近では、手っ取り早い科
学重視として「分野融合」や「分野創出」が繰り返され、本来の姿ではなくなっている。



牧野さんの勇気に学んで
スパコン以外でも、研究者として牧野さんのように勇気を持って正しい発言をすべき機
会はしばしばある。

例えば、素粒子分野では「International Linear Colliderを推進することの科学的意義は何
か？」という問いにどう答えるかである。

もちろんILCを作れば何らかの成果を得られるはずだが、それが費用に見合うかという
のは難しい問題であり、（知識の不足している）私は声高に意見を述べる勇気はない。

一方、社会的問題ではなく、科学的（物理的）問題であれば、私にとってはその正しさ
の判断は（比較的）容易である。したがって、牧野さんのような勇気を持たない私で
も、多数派とは違う意見を述べることができる。

残りの時間で、物理学に関するそのような少数派の「世迷い言」を述べていきたい。



1.  牧野さんに関して 

2. 曲がった時空でのエネルギーとは？ 

2.1. 　ニュートン力学のエネルギーと１／２問題 

2.2.　一般相対性理論のエネルギー 

2.3.　ネーターの第２定理 

2.4.　我々の提案 

3. ブラックホールはアインシュタイン方程式の真空解か？ 

4. 重力系の保存量はエントロピー？ 

5. 最後に

素粒子理論屋の世迷い言

なるべく数式を使わないようにするので、気楽に聞いてください。



２. 曲がった時空でのエネルギーとは？



２.１ ニュートン力学と１／２問題

１つの質点の力学的エネルギー = 運動エネルギー + ポテンシャルエネルギー

ニュートン重力では

ポテンシャルエネルギー　= 力に逆らって質点を無限遠から運ぶ仕事
<latexit sha1_base64="mRUGtvaPORvMDAbOwEKHemjLbw4=">AAAC53ichVFLSxxBEK6ZxMRsjK7JIYKXJouihyy9IT4QBEEwHn1kV8HRYaa31/Q6Mz309C5uhr149OJNhZwMhCD+jFzyB3LwHyTkaCCXHKx5SEhEraa7v/6qvqrqbjf0RKQpPTfMe/d7HjzsfVR43Pekf6A4+LQWyZZivMqkJ9W660TcEwGvaqE9vh4q7viux9fcnfnEv9bmKhIyeKs7Id/0ne1ANARzNFJ2ca82ZrU5I7u2GCez5KUlAm3HuDZ0h3S34itnl6RoIYtW48RidalJXaHmDfFtQayo5dtx0wqkniUYH/t205JYO1EqTa4yYY0MNVO+S+xiiZZpauQ6qOSgBLktyeJnsKAOEhi0wAcOAWjEHjgQ4diAClAIkduEGDmFSKR+Dl0ooLaFURwjHGR3cN3G00bOBnhOckapmmEVD6dCJYER+o2e0gv6lZ7RH/TPjbniNEfSSwd3N9Py0B7YH1r9fafKx13Du7+qW3vW0IDptFeBvYcpk9yCZfr2+6OL1ZmVkXiUfqQ/sf8Tek6/4A2C9i/2aZmvfIACfkDl/+e+DmqvypXJ8sTy69LcdP4VvTAML2AM33sK5mARlqCKdb8b/cZzY8gU5oF5aB5noaaRa57BP2aeXAIbULgk</latexit>
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全エネルギー　= 個々の質点のエネルギーの和

ニュートン重力では
<latexit sha1_base64="pYGP4bRIt8Rm6R1j/CMRsEXnwYA=">AAACy3ichVHLShxBFD22iY9JoqNuhGwKB4MhONSIL4QBQSTZCD4yo2BL093WaM30i+6aQW1n6cYfyCKrBEKQfEY2Lty68BNCdjGQRVzkdk+HkEj0FlX31Ln33LpVZQWOjBTnV11a94OHPb19/blHj58MDOaHhquR3wxtUbF9xw+3LDMSjvRERUnliK0gFKZrOWLTaiwl8c2WCCPpe6/VYSB2XHPPkzVpm4ooI19bLi8bjRd61HQNyaoTekvY7MCQz1mZUYBNvmRZLHVxXfd8VWayzeKEdI267lN9RrpQsd9qNpmhesq3mZEv8CJPjd0GpQwUkNmqn/8IHbvwYaMJFwIeFGEHJiIa2yiBIyBuBzFxISGZxgXayJG2SVmCMkxiG7Tu0W47Yz3aJzWjVG3TKQ7NkJQM4/ySn/Frfs4/8S/85r+14rRG0ssheaujFYExeDq68eNelUteYf+P6s6eFWqYT3uV1HuQMskt7I6+dfTmemNhfTx+xt/zr9T/O37FP9MNvNZ3+8OaWH+LHH1A6d/nvg2qU8XSbHFmbbqwOJ99RR+eYgwT9N5zWMQrrKJC517gG37iRlvRIu1IO+6kal2ZZgR/mXbyC7Ihr+8=</latexit>
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|~xi � ~xj |

このエネルギーは保存しない！ “double counting”があるので 
ポテンシャルを「半分」に。

この１／２をどのように正当化するか？

c.f. クーロン力でも同様。「電磁場のエネルギー」で説明。 重力場のエネルギー？



２.２ 一般相対性理論のエネルギー

一般相対理論で保存するエネルギーをどのように定義するか？

アインシュタイン方程式
<latexit sha1_base64="/7hvU/tMKqc/JMi2pLewqlmnThU=">AAACnHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQuYB8VXx+SWxuSV1iroVhvG5AMVKxjVKqQjhIMUbBUsYgoyFdwVQuCi8QLKBnoGYKCAyTCEMpQZoCAgX2A5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJkJ3DkMhQDITRDIYMBgwFQLFYhmqgWBGQlQmWT2WoZeAC6i0FqkoFqkgEimYDyXQgLxoqmgfkg8wsButOBtqSA8RFQJ0KDKoGVw1WGnw2OGGw2uClwR+cZlWDzQC5pRJIJ0H0phbE83dJBH8nqCsXSJcwZCB04XVzCUMagwXYrZlAtxeARUC+SIboL6ua/jnYKki1Ws1gkcFroPsXGtw0OAz0QV7Zl+SlgalBsxm4gBFgiB7cmIwwIz1DMz3TQBNlBwtoVHAwSDMoMWgAw9ucwYHBgyGAIRRo71yGwwxnGM4yyTG5MHkz+UKUMjFC9QgzoACmMABE5546</latexit>

Rµ⌫ � 1

2
gµ⌫R = 8⇡GTµ⌫

物質のエネルギー運動量テンソル  は共変的に保存する：Tμν
<latexit sha1_base64="yBVEmRaxRKyMp8g+FZHn3R4sXXg=">AAACi3ichVHLShxBFD227zE6o24EN4ODoguHO/GJKAhBcOlrVLBN092Wk8Z+2V09oM38gLjPIqsIEoI7t8nOjT/gwk+QLA24cZE7PQ2iYrxNV5176p5bp6oM37ZCSXTbpDS3tLa1d3Rmuj5092RzvX2boRcFpiibnu0F24YeCttyRVla0hbbfiB0x7DFlnHwqb6+VRVBaHnuhjzyxa6jV1xr3zJ1yZSWG1Fd3bB1TXWiUTU8DGQ8XqnlNz5zHte0WHWj2lh+gbRcgYqURP41KKWggDRWvNwPqNiDBxMRHAi4kIxt6Aj520EJBJ+5XcTMBYysZF2ghgxrI64SXKEze8BjhbOdlHU5r/cME7XJu9j8B6zMY5hu6Cfd0zVd0B09vtkrTnrUvRzxbDS0wteyJwPrD++qHJ4lvjyp/utZYh+ziVeLvfsJUz+F2dBXj7/er8+tDccjdEZ/2P93uqUrPoFb/Wuer4q1b8jwA5ReXvdrsPmxWJouTq1OFhZn06fowCCGMMr3PYNFLGMFZd73FJf4hd9KtzKhzCnzjVKlKdX041koS/8AMBOYSQ==</latexit>

rµ(
p
�gTµ

⌫) = 0

しかしながら、これから保存するエネルギーは定義できない。

保存するエネルギーを定義するには以下が必要。

<latexit sha1_base64="uPOaKafU7ywPzMTHlhIb+S9e07A=">AAACjXicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtoxBQkFpVkJubEx+SWasQUFxaVVOum1yqExAH51bXx1TF5pbWaCrYG8QLKBnoGYKCAyTCEMpQZoCAgX2A5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJkJ3DkMhQDITRDIYMBgwFQLFYhmqgWBGQlQmWT2WoZeAC6i0FqkoFqkgEimYDyXQgLxoqmgfkg8wsButOBtqSA8RFQJ0KDKoGVw1WGnw2OGGw2uClwR+cZlWDzQC5pRJIJ0H0phbE83dJBH8nqCsXSJcwZCB04XVzCUMagwXYrZlAtxeARUC+SIboL6ua/jnYKki1Ws1gkcFroPsXGtw0OAz0QV7Zl+SlgalBsxm4gBFgiB7cmIwwIz1DMz3TQBNlBwtoVHAwSDMoMWgAw9ucwYHBgyGAIRRobx/DFoa9DPuY+JlMmWyY7CBKmRiheoQZUACTOwB9LplM</latexit>

@µ(
p
�gTµ

⌫) = 0

どうするか？

しかしながら、一般には
<latexit sha1_base64="cbola0ep6zkokJ4vo2UYUdpMXvk=">AAACkXichVHLShxBFD22JpoxiaNuAm4GB4OBZLgjviIIg9kI2fgaFWxtujvlpLBfdlcPmGZ+IMtsXLhSCCL5AbeaTX7AhZ8gLhXcuPBOT0NIRL1NV5176p5bp6qswJGRIjpv09o7nj3v7HqR63756nVPvrdvOfLj0BZV23f8cNUyI+FIT1SVVI5YDUJhupYjVqytT831lboII+l7S2onEOuuWfPkprRNxZSRf68HZqik6Ri6Gw/r0Xaokg+1RmFpg/OkYSS6FzfeFXTPV9Nk5ItUojQK90E5A0VkMefnD6HjC3zYiOFCwINi7MBExN8ayiAEzK0jYS5kJNN1gQZyrI25SnCFyewWjzXO1jLW47zZM0rVNu/i8B+ysoAhOqMjuqI/9Isu6PbBXknao+llh2erpRWB0fP9zeLNkyqXZ4Wvf1WPelbYxGTqVbL3IGWap7Bb+vq33avFqYWh5C0d0CX736dz+s0n8OrX9s95sbCHHD9A+f/rvg+WR0rl8dLY/GixMpk9RRcGMIhhvu8JVDCLOVR53x84xglOtX7to1bRZlqlWlum6cc/oX2+A67/myE=</latexit>

@µ(
p
�gTµ

⌫) 6= 0



アインシュタインの提案（擬テンソル）

エネルギー運動量テンソル が保存するようには修正する：
<latexit sha1_base64="JMb06DtHB/njWDHgGJr6pb3KFTM=">AAACm3ichVHLShxBFD22JtFJjKNuAiIMDgZFHO4EXwgBwY1IFr5GhelJ092WY2G/7K4e0GZ+wB/IIm4SEAn5i7gRdOvCTwhZGsgmi9zpaRCVJLfpqnNP3XPrVJUVODJSRDcdWmfXk6fPuntyz1/0vuzL9w9sRn4c2qJi+44fbltmJBzpiYqSyhHbQShM13LElrW/2Frfaogwkr63oQ4DUXPNuid3pW0qpoz8jB6YoZKmY+huXNWjg1Alk/VmYWzjPRNJ00h0L25OqCzjZLxWeEtGvkglSqPwGJQzUEQWK37+DDp24MNGDBcCHhRjByYi/qoogxAwV0PCXMhIpusCTeRYG3OV4AqT2X0e65xVM9bjvNUzStU27+LwH7KygFG6pi90Sxf0lb7T77/2StIeLS+HPFttrQiMvuNX67/+q3J5Vti7U/3Ts8Iu5lKvkr0HKdM6hd3WN44+3K7Pr40mr+kz/WD/n+iGzvkEXuOnfboq1j4ixw9Qfnjdj8Hmm1J5pjS9OlVcmMueohtDGMEY3/csFrCEFVR43xN8wyWutGFtUVvW3rVLtY5MM4h7oVX+AKSon2E=</latexit>

@µ[
p
�g(Tµ

⌫ + tµ⌫)] = 0

しかしながら  は共変的テンソルではなく（擬テンソル）、一般相対性理論の大原則で
ある一般座標変換共変性を壊している。したがって  （の値は）は座標系の取り方に依
存する。

tμ
ν

tμ
ν

これで良いのか？

アインシュタインは付加項  を重力場のエネルギー運動量成分と考えた。tμ
ν



「教科書」ではどのように記述されているか？

W. パウリ「相対性理論」

シュレディガーは質点の作る重力場に対して  を計算し、その成分が到る所で恒等的に０
となるという驚くべきことを発見した。

tμ
ν

バウアーは極座標により導かれた  を使って  を計算すると、それが０にならないばか
りでなく、全エネルギーが無限大になることを発見し、 

gμν tμ
ν

この論文でアインシュタインは、座標系を変更すれば、エネルギーの分布は一般に変化す
るが、閉じた物理系の全エネルギーおよび全運動量は、相当に一般的な座標変換に対して
もその値を変えないことを証明した。 

アインシュタインは、多数の粒子が相互作用している時は    が確かにゼロにならないこ
とを証明した。

tμ
ν

適宜編集あり。

我々は、 自身の値に物理的意味を持たせることはできない。（中略）しかしこれを全空
間にわたって積分したものは明確な物理的意味を持つ。

tμ
ν



C.W. Misner, K.S. Thorne and J. A. Wheeler「Gravitation」

20.4 なぜ重力場のエネルギーは局在化され得ないのか？

“局所的な重力エネルギー運動量”は重さを持たない。それは空間を曲げない。アインシュ
タイン方程式の右辺の源の項として役に立たない。

任意の与えられた局所で全ての局所的な重力場が消滅する基準系を常に見出すことができる。

局所的な”重力場”が存在しないことは”局所的な重力的エネルギー運動量”が存在しないこと
を意味する。
重力が、重力的に相互作用している系の質量・エネルギーに寄与することは誰も否定したり
否定することを望むことはできない。

重力のエネルギーの存在が問題となっているのではなく、重力のエネルギーの局在化が問題
となっているのである。それは局在化できない。等価原理がそれを禁止している。



標準的（多数派）のエネルギーの理解

アインシュタインの擬テンソルによる修正を認める。 <latexit sha1_base64="Q3mzrJp/zf3yQ6+2gWi95XNL6Nw=">AAACi3ichVG7SgNBFD2u7/iK2gg2iyFBEMLEN2IhiGDpKyaQhLC7TnRxX+zOBnTxB8TewkpBROxstbPxByz8BLFUsLHwZrP4RL3Lzpx75p47Z2ZUx9A9wdh9g9TY1NzS2tYe6+js6u6J9/ate7bvajyr2Ybt5lXF44Zu8azQhcHzjssVUzV4Tt2er63nqtz1dNtaEzsOL5nKpqVXdE0RRJXjqbVyUDT9ouXvyUVhy5/SEVm8J+V4gqVZGPJPkIlAAlEs2fEzFLEBGxp8mOCwIAgbUODRV0AGDA5xJQTEuYT0cJ1jDzHS+lTFqUIhdpvGTcoKEWtRXuvphWqNdjHod0kpI8nu2Dl7Yrfsgj2w1197BWGPmpcdmtW6ljvlnv2B1Zd/VSbNAlsfqj89C1QwHXrVybsTMrVTaHV9dffwaXVmJRmk2Al7JP/H7J7d0Ams6rN2usxXjhCjB8h8v+6fYH00nZlMTyyPJ+amo6dowyCGMEz3PYU5LGIJWdr3AJe4wrXUJY1JM9JsvVRqiDT9+BLSwhvmK5im</latexit>

Tµ⌫ ! Tµ⌫ + tµ⌫

擬テンソル  は重力場のエネルギー運動量を表すと考える。tμν

座標変換により局所的には  とできるので、局所的な 重力場のエネルギー運動量は物
理的意味がない。

tμν = 0

一方、ある条件を満たす閉じた物理系（孤立系）で「エネルギー密度」を積分した全エネル
ギー  は条件を壊さない座標変換のもとで不変であり、物理的な意味を持つ。また、全エネ
ルギーは保存する。

E

準局所エネルギー

ADM質量などは、全エネルギーを体積積分ではなく（無限遠での）表面積分で表していて、
これらを準局所エネルギーと呼ぶ。

<latexit sha1_base64="67WHp65ca3aapdHCCd0xzOJZohM=">AAACk3icSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQvouSpY2SrEZOaVKKTEGVfE6CjEFBcWlVTrptcqaITEGVTXxhsoaCuUQFia8QLKBnoGYKCAyTCEMpQZoCAgX2A5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJkJ3DkMhQDITRDIYMBgwFQLFYhmqgWBGQlQmWT2WoZeAC6i0FqkoFqkgEimYDyXQgLxoqmgfkg8wsButOBtqSA8RFQJ0KDKoGVw1WGnw2OGGw2uClwR+cZlWDzQC5pRJIJ0H0phbE83dJBH8nqCsXSJcwZCB04XVzCUMagwXYrZlAtxeARUC+SIboL6ua/jnYKki1Ws1gkcFroPsXGtw0OAz0QV7Zl+SlgalBsxm4gBFgiB7cmIwwIz1DMz3TQBNlBwtoVHAwSDMoMWgAw9ucwYHBgyGAIRRo7xSGXQyHGY4wiTJZMzkxuUCUMjFC9QgzoAAmXwD2QZjM</latexit>

E :=

Z
d3x

p
�g(T 0

0 + t00)



注意 擬テンソル  はユニークに決まらない。tμν

  を適切にとると、アインシュタインのエネルギー  とADM質量はある条件の
もとで一致する。
tμν E

例えば、W. パウリ「相対性理論」

擬テンソルを用いたエネルギーの定義とその標準的な理解は本当に正しいか？



２.３ ネーターの第２定理

参考文献：内山龍雄「一般相対性理論」ネーターの第２定理とは？

系が一般座標変換やゲージ変換のような「局所変換」に対して不変な場合、そこから得ら
れる保存則は自明（運動方程式を満たしていなくても保存）であり、必ずある量の全微分
で書ける。

例：
<latexit sha1_base64="BPFI0mKiqezJBOtRKGhKnearwHU=">AAACo3ichVFNSxtBGH6y2hpjrWm9CL0shpQebJgUtSJEBKGU9qL5UMFNwuw62sH96u5sQEP+gH/AgydLS5H+jF6KV/WQnyAeFbz00DebBWlD23fZmWee933eeWbG9G0ZKsa6KW1o+MHDkfRoZuzR+OOJ7JOn66EXBZaoWZ7tBZsmD4UtXVFTUtli0w8Ed0xbbJh7K738RksEofTcqtr3Rd3hu67ckRZXRDWzS+8ahhPpJd3weaAkt5uGG+lvGm1iCXVmdONjxLdjxo2I7JT0l/fpZjbHCiwOfRAUE5BDEqte9isMbMODhQgOBFwowjY4Qvq2UASDT1wdbeICQjLOC3SQIW1EVYIqOLF7NO7SaithXVr3eoax2qJdbPoDUurIs0t2ym7YD/aNXbGff+3Vjnv0vOzTbPa1wm9OHE5V7v6rcmhW+HCv+qdnhR0sxF4lefdjpncKq69vHRzdVBbL+fZz9oldk/8T1mXf6QRu69b6sibKx8jQAxT/vO5BsP6qUJwvzK3N5pYXkqdI4xmm8YLu+zWW8RarqNG+n3GGc1xoee29Vtaq/VItlWgm8Vto9V9wXqHG</latexit>

Jµ = @⌫F
µ⌫ , F ⌫µ = �Fµ⌫ 反対称

<latexit sha1_base64="KVsP1nmb90pYPDq8SsQPajzYNz8=">AAACe3ichVHLSiNBFD1p31EnUWEYmE0wKDIM4UZ8IQiCG3HlK4lgNHS3lVjYL7orAc3MD/gDs3ClIIM4f+HGH3DhJ4hLBTcK3u40iIrjLarq1Kl7bp2qMjxLBoroOqG1tXd0dnX3JHv7+r+k0gODxcCt+6YomK7l+huGHghLOqKgpLLEhucL3TYsUTL2FsL9UkP4gXSddbXviS1brzmyKk1dMVVJfy17uq+kblXKdj2ztB2OcxmqpLOUoygy70E+BlnEseym/6KMHbgwUYcNAQeKsQUdAbdN5EHwmNtCkzmfkYz2BX4jydo6ZwnO0Jnd47HGq82YdXgd1gwitcmnWNx9VmYwQld0Rnd0Sed0Q48f1mpGNUIv+zwbLa3wKqnDb2sPn6psnhV2X1T/9axQxUzkVbJ3L2LCW5gtfePgz93a7OpIc5RO6Jb9H9M1XfANnMa9eboiVo+Q5A/Iv33u96A4nstP5SZXJrLzM/FXdOM7hjHG7z2NeSxiGQU+9xdOcI5/iSctq/3QfrZStUSsGcKr0CafASyYkhw=</latexit>

@µJ
µ = 0

したがって、力学的な保存則としては不適。

S. Aoki and T. Onogi, Int. J. Mod. Phys. A36 (2022) 2250129.

アインシュタインのエネルギーやADM質量は第２定理から導かれる。体積積分が表面積分
で書けること（準局所表示）も理解できる。

したがって、これらは力学的なエネルギーの定義としては不適である。

（恒等式は力学的保存則ではない。）



以上のことは元々、ネーターの論文で指摘されていた。

E. Noether, Gott. Nacho. 1918(1918)235-257 [arXiv:physics/0503066[physics]].

which by substitution of their values for ∆x and δu, provided f is assumed to depend on only first
derivatives of the u’s, goes over into

∂f

∂x
p(x) +

{

∑ ∂f

∂ui
−
∂f

∂u′

i

u′

i + f

}

p′(x) +

{

∑ ∂f

∂u′′

i

}

p′′(x) = 0

(identically in p(x), p′(x), p′′(x)). This system of equations has solutions for as few as two functions
u(x) actually containing the derivatives, namely

f = (u′

1 − u′

2)Φ

(

u1 − u2,
e−u1

u′

1 − u′

2

)

,

where Φ stands for an arbitrary function of the specified arguments.
Hilbert enunciates his assertion to the effect that the failure of proper laws of conservation of

energy is a characteristic feature of the “general theory of relativity.” In order for this assertion to
hold good literally, therefore, the term “general relativity” should be taken in a broader sense than
usual, and extended also to the forgoing groups depending on n arbitrary functions.27

27This again confirms the correctness of a comment of Klein’s that the term “relativity” current in physics is
replaceable by “invariance relative to a group.” (“Über die geometrishen Grundlagen der Lorentzgruppe,” Jhrber. d.
Deutsch. Math. Vereinig. 19 (1910), p. 287, reprinted in the Phys. Zeitschrift.)

14

不思議なことに、ネーターの第２定理は、ほとんどの一般相対論の教科書や論文では触れ
られていない。

例外：内山龍雄「一般相対性理論」

もし「ネーターやヒルベルトの指摘が正しくない」と考えているのであれば、きちっと反
論すべきである。

我々はネーター達の指摘は正しいと考え、エネルギーの違った定義を提案した。



２.４ 我々の提案

S. Aoki, T. Onogi and S. Yokoyama, Int. J. Mod. Phys. A36 (2021) 2150098.

エネルギーの別の定義

時間方向の大局的な並行移動の生成子
<latexit sha1_base64="xkx+FSKXbBnazXhqNpxkzkSRpUw=">AAACnnichVHLThRBFD00IjiCjLoxcVNxgsEFkzvgA0lMSIyGjZHXwCQ00+luiqFCv+iumQx25gf8ARcujCSEGD/DmLjSlQs+gbDExI0L7/R0QpQAt9N1T52659apKifyVKKJDvuM/isDVweHrhWuD4/cGC3evLWShM3YlVU39MK45tiJ9FQgq1ppT9aiWNq+48lVZ/t5d321JeNEhcGy3o3kum83ArWpXFszZRWfvrBSM/YF9+uMt+v0QMw8E6YKtNioT7WFmezEOp1odMRyndKOZQZNYbZVnbNVLFGZshBnQSUHJeQxHxYPYGIDIVw04UMigGbswUbC3xoqIETMrSNlLmaksnWJDgqsbXKV5Aqb2W0eGzxby9mA592eSaZ2eReP/5iVAmP0kz7RCX2jz3REf87tlWY9ul52OTs9rYys0bd3ln5fqvI5a2ydqi70rLGJ6cyrYu9RxnRP4fb0rTfvTpZmFsfS+7RHx+z/Ix3SFz5B0Prl7i/Ixfco8ANU/r/us2Blslx5XH608LA0O50/xRDu4h7G+b6fYBZzmEeV9/2Ar/iOH4YwXhqvjNe9UqMv19zGP2HU/gKs0J7V</latexit>

Eour(x
0) :=

Z
d3x

p
�gT 0

⌫⇠
⌫ <latexit sha1_base64="v6qLXQikzYI64hgAXYyeH1M382k=">AAACe3ichVHLSsNAFD2N7/qqCiK4EYsiouVWfCEIghuXvqqC1ZKkow6mSUimRa3+gD/gwpWCiOhfuPEHXPgJ4lLBjYI3aUBU1Bsyc+6Ze+6cmTFcS/qK6CGmVVXX1NbVN8Qbm5pbWhNt7Su+U/RMkTEdy/HWDN0XlrRFRklliTXXE3rBsMSqsTsbrK+WhOdLx15W+67YKOjbttySpq6YyiU6s3tyM2sXp6aHs3lhKT1IcpRLJClFYfT8BOkIJBHFvJO4RBZ5ODBRRAECNhRjCzp8/taRBsFlbgNl5jxGMlwXOEKctUWuElyhM7vL4zZn6xFrcx709EO1ybtY/Hus7EEf3dMVPdMdXdMjvf3aqxz2CLzs82xUtMLNtR53Lb3+qyrwrLDzqfrTs8IWJkOvkr27IROcwqzoSwcnz0tTi33lfjqnJ/Z/Rg90yyewSy/mxYJYPEWcHyD9/bp/gpWRVHo8NbYwmpyZjJ6iHt3oxQDf9wRmMId5ZHjfQ5zjGjexdy2pDWpDlVItFmk68CW0sQ8Xa5KT</latexit>

⇠⌫ := ��⌫0

その代わり、このエネルギーは、一般（外場である重力場が時間依存な場合）には
「保存しない」。

物質のエネルギー運動量テンソルのみを使っているので、物質のエネルギーを表している。
平坦な空間での「エネルギーの定義」の一般化になっている。

「重力場のエネルギー」という概念は導入しない。従って、「エネルギーが座標系に依存し
てしまう」という問題は生じない。



<latexit sha1_base64="CfSaLvoGaJE5/sugSzT583sHIPk=">AAACh3ichVHLLgRBFD3ae7wGG4nNxISwGXfEKxIJsbH0GiSaTncrVPQr/ZhgYi9+wMKKREQktuxt/ICFTxBLEhsLd1onguB2uu6pU/fcOlVleJYMQqKHCqWyqrqmtq4+1dDY1NySbm1bDNzIN0XBdC3XXzb0QFjSEYVQhpZY9nyh24YlloztqfL6UlH4gXSdhXDXE6u2vunIDWnqIVNaukt1dMPSNdWOejMLa5xK+5rqROqOXOPUlxknLZ2lHMWR+QnyCcgiiRk3fQ4V63BhIoINAQchYws6Av5WkAfBY24VJeZ8RjJeF9hHirURVwmu0Jnd5nGTZysJ6/C83DOI1SbvYvHvszKDbrqnC3qmO7qkR3r7tVcp7lH2ssvZ+NAKT2s57Jh//Vdlcw6x9an603OIDYzGXiV792KmfArzQ1/cO3qeH5vrLvXQKT2x/xN6oFs+gVN8Mc9mxdwxUvwA+e/X/RMsDuTyw7mh2cHsxGjyFHXoRBd6+b5HMIFpzKDA+x7gCte4UeqVfmVYSWqVikTTji+hTL4DvU6WUQ==</latexit>

rµ(T
µ
⌫⇠

⌫) = 0

  がキリングベクターである場合ξν

<latexit sha1_base64="Aj1tjSwGfR7Yhik4US1qEON7OrE=">AAAC5HichVHPS9xAFH6JWnVt62otCL0MLsqWwvIi/qIgCL306I9dFYwbkjhrB5NJyI9FDYt36a2UHgShgpTSP8OL/0AP/gE9lB4VvHjoSzay2KXthMz75nvf9+bNjOU7IowQrxS1p7fvUf/AYGHo8ZOnw8WR0fXQiwOb12zP8YJNywy5IySvRSJy+KYfcNO1HL5h7b1J8xtNHoTCk9XowOfbrrkrRUPYZkSUUTzSpWk5pqG7cZlV6xSSlqHLWN8XdQov2WK1nhBLuNWRMkqnqsVE0z0qz6ZbrKMrs24le3XPyZxz0+JoFEtYwWywbqDloAT5WPaKX0CHHfDAhhhc4CAhIuyACSF9W6ABgk/cNiTEBYRElufQggJ5Y1JxUpjE7tG8S6utnJW0TmuGmdumXRz6A3IymMTv+BWv8RK/4U+8+2utJKuR9nJA0Wp7uW8MH4+v3f7X5VKM4F3H9c+eI2jAQtaroN79jElPYbf9zcNP12uvVyeTKTzDX9T/Z7zCCzqBbN7Y5yt89QQK9ADan9fdDdanK9pcZXZlprS0kD/FALyACSjTfc/DEryFZajRvj+UIWVMea421PfqB/VjW6oquecZPBjq6W9QoLkj</latexit>

rµ(T
µ
⌫⇠

⌫) = Tµ⌫rµ⇠⌫ =
1

2
Tµ⌫(rµ⇠⌫ +r⌫⇠µ) = 0

V. Fock, The Theory of Space, Time and Gravitation (Pergamon Press, New York 1959)

が満たされていればエネルギーは保存する。

A. Trautman, Kings Collage lecture notes on general relativity (1958)

A. Komar, PRD127 (1962) 1411.

R. Wald, General Relativity (The University of Chicago Press, Chicago, 1984), p.286, footnote 3.

Lecture notes by M. Blau, 白水 (日本語）、関口（日本語）

  がキリングベクターでない場合でもξν

<latexit sha1_base64="bfp00y1TVEiBfaUZLbPnJGjYLIk=">AAACkHichVHLShxBFD3Txtf4GnUTcDNkGBGE4Y5oMgjihGzEla9Rwdamuy21sF/0Y1AHfyC7rFxklYCI5AOyjbjJD7jwE8TlCG5ceKenRVTU23TVuafuuXWqyvAsGYRElyml5UNrW3tHZ7qru6e3L9M/sBy4kW+Kiularr9q6IGwpCMqoQwtser5QrcNS6wYu98a6ytV4QfSdZbCfU+s2/q2I7ekqYdMaZlRNYhsrabakepEh0sbD0h1dMPSNc6y6p7UmJoiLZOjAsWRfQmKCcghiTk3cwIVm3BhIoINAQchYws6Av7WUATBY24dNeZ8RjJeFzhEmrURVwmu0Jnd5XGbs7WEdThv9Axitcm7WPz7rMwiTxd0SnX6T3/oiu5e7VWLezS87PNsNLXC0/q+f1y8fVdl8xxi51H1pucQWyjFXiV792KmcQqzqa8eHNUXJxfytWH6Tdfs/xdd0jmfwKnemMfzYuEn0vwAxefX/RIsjxWKnwsT8+O5cil5ig4M4RNG+L6/oIwZzKHC+/7AX/zDmTKglJRp5WuzVEklmkE8CWX2Hh5Em2E=</latexit>X

µ⌫

Tµ⌫rµ⇠⌫ = 0 であれば保存

S. Aoki, T. Onogi and S. Yokoyama, Int. J. Mod. Phys. A36 (2021) 2150201.

例：ある種の重力崩壊

ただし



我々の定義は通常のブラックホールの質量を正しく再現する。（後述）

我々の定義は中性子星などのコンパクトスターの場合は、ADM質量とは異なる結果を与
える。

<latexit sha1_base64="YtWk/Jsc1GGkvMQFmhP+De0tCsQ=">AAACf3ichVHLLgRBFD3T3uMxg42w6Zh4rCZ3xDsWI0hsJOMxSJBJdyt09CvdPZMwmcTaD1hYkSBiwT/Y+AELnyCWJDYW7vS0CILb6apzT91z61SV6hi65xM9RKSq6prauvqGaGNTc0ss3tq27Nl5VxNZzTZsd1VVPGHolsj6um+IVccViqkaYkXdnSqvrxSE6+m2teTvOWLDVLYtfUvXFJ+pXLxTnskV111T5oYleeIjm5yeK+XiCUpSEPJPkApBAmFk7PgF1rEJGxryMCFgwWdsQIHH3xpSIDjMbaDInMtID9YFSoiyNs9VgisUZnd53OZsLWQtzss9vUCt8S4G/y4rZfTQPV3SM93RFT3S26+9ikGPspc9ntWKVji52GHH4uu/KpNnHzufqj89+9jCaOBVZ+9OwJRPoVX0hf2j58XxhZ5iL53SE/s/oQe65RNYhRftbF4sHCPKD5D6ft0/wfJAMjWcHJofTKRHw6eoRxe60c/3PYI0ZpFBlvc9wDmucSNFpD4pKVGlVIqEmnZ8CWnsHeJ+kl4=</latexit>

Eour < EADM

に相当する
<latexit sha1_base64="/qeZe2V81xUwRMU6ziL+1Et56BQ=">AAACs3ichVFNSxxBEH07Jmo2UVdzCXhpXAxeXHpD/EAQFsKiJ1k1q8KODDNjq707X8z0Lpph/0D+QA45GQgiXvMPcskf8GCu8SI5GvDiITWzA5KIWk1XvX5dr7q62wocGSnOz3Na35On/QODz/LPXwwNjxRGxzYivx3aom77jh9uWWYkHOmJupLKEVtBKEzXcsSm1XqX7G92RBhJ33uvDgOx7Zp7ntyVtqmIMgor1UVWNVpseonpUds1ZC/ETd3z1SKTXRYnpGs0dZ/qMJ2cSrzNDoifzlAz5bvMKBR5iafG7oJyBorIrOYXjqFjBz5stOFCwIMi7MBERKOBMjgC4rYRExcSkum+QBd50rYpS1CGSWyL/B6tGhnr0TqpGaVqm05xaIakZJjkZ/yEX/Ef/JRf8pt7a8VpjaSXQ4pWTysCY+Tjq/XrR1UuRYX9W9WDPSvsYj7tVVLvQcokt7B7+s6HT1frC2uT8Wv+hf+m/o/4Of9ON/A6f+yvq2LtM/L0AeX/n/su2HhTKs+WZlbfFivz2VcMYhwTmKL3nkMFy6ihTud+w0/8woU2ozU0S9vppWq5TPMS/5jm/gW9kacu</latexit>

E = Ek �G
X

i

X

j 6=i

mimj

|~xi � ~xj |
我々のエネルギーの定義は



III. ブラックホールは 
アインシュタイン方程式の真空解か？



<latexit sha1_base64="BOI92MfYCLUiIFTUbQ0eIsF1tok=">AAACl3ichVHLShxBFD12oo4To2PcGLJpMijZONzxkUhAFEKCS0cdFWyn6W7LsZh+pbtmUJv5gfxAAlklEELIP7hxoT/gwk8QlwayceGdngZJJPE2XffUqXtunaqyQ1fGiui8R3vwsLevPzeQfzT4eGi4MPJkPQ6akSOqTuAG0aZtxcKVvqgqqVyxGUbC8mxXbNiNN531jZaIYhn4a+ogFNueVfflrnQsxZRZmHprJkbk6dyvPa8b0lf6Tm16Xzfi95FKJuttfa1GSds0/KZu7MsaZ7NQpBKlod8F5QwUkcVyUPgOAzsI4KAJDwI+FGMXFmL+tlAGIWRuGwlzESOZrgu0kWdtk6sEV1jMNnis82wrY32ed3rGqdrhXVz+I1bqGKcz+kFXdEo/6YKu/9krSXt0vBxwtrtaEZrDH8ZWf9+r8jgr7N2q/utZYRdzqVfJ3sOU6ZzC6epbhx+vVl+vjCcT9JUu2f8XOqdjPoHf+uV8q4iVz8jzA5T/vu67YH2qVH5Zmq3MFBfnsqfI4Rme4wXf9yssYgnLqPK+n3CEE5xqT7UF7Z221C3VejLNKP4IrXID22Cc3g==</latexit>

Eour =

Z
d3x

p
�gT 0

⌫⇠
⌫

ブラックホールのエネルギーを我々の定義で計算するどうなるか？

多数派の答え
ブラックホールはアインシュタイン方程式の真空解なので  である。したがって

　のはず。

Tμν = 0

Eour = 0

しかしながら、シュバルツシルド・ブラックホールに対してアインシュタイン方程式の
左辺を正しく計算すると

<latexit sha1_base64="aBPsSG4ikhCuSz+X4VJ6PLI5rdU=">AAACpXichVHLTttAFD2YAmkoEOgGiY3ViDYsiMa8xSpSN2wqQSABCYNlO0OwsD2WPY5IrfwAP8Ciq1Zqq6qf0U0X3YLEJyCWILHpojeOJUQRcEczc+bMPXfOzFiB60SSsYs+pf/FwOBQ7mV++NXI6FhhfKIeiTi0ec0Wrgh3LDPiruPzmnSky3eCkJue5fJt6+h9d3+7xcPIEf6WbAd8zzObvnPg2KYkyihUqkaie7Huxx11NtF0QcnqXEdt3tFVVQ9CEUih6g3uSnM/Kc3PdEp6i9vq8YxRKLIyS0N9CLQMFJHFuih8h44GBGzE8MDhQxJ2YSKitgsNDAFxe0iICwk56T5HB3nSxpTFKcMk9ojGJq12M9andbdmlKptOsWlHpJSxTQ7Yz/YNfvNfrJL9vfRWklao+ulTbPV0/LAGDuZ3Lx9VuXRLHF4p3rSs8QBVlKvDnkPUqZ7C7unb308vd5crU4nb9kXdkX+P7ML9otu4Ldu7K8bvPoJefoA7f/nfgjqc2Vtqby4sVCsrGRfkcMU3qBE772MCtawjhqd+w1/cIZz5Z3yQdlS6r1UpS/TvMa9UIx/P3Gh/g==</latexit>

Rµ⌫ � 1

2
gµ⌫R / �(3)(~x)

<latexit sha1_base64="xNWi641JPyTP2403ehE54sqLgS4=">AAACjHichVHLLgRBFD3ae7wGG4lNxwRjM6nxDpFIJGLpNUg0k+6eQke/0l09QWd+QGJtYUUiIpa2rGz8gIVPEEsSGwt3ejoRBLdSVadO3XPrVJXmmoYvGHuskqprauvqGxoTTc0trW3J9o4V3wk8ned0x3S8NU31uWnYPCcMYfI11+OqpZl8VdudKe+vFrnnG469LPZdvmGp27axZeiqICqf7F/Oh4oVKHZQkhXXc1zhyEqBm0LdDNNDA6W0UuS6vDeQT6ZYhkUh/wTZGKQQx7yTvICCAhzoCGCBw4YgbEKFT20dWTC4xG0gJM4jZET7HCUkSBtQFqcMldhdGrdptR6zNq3LNf1IrdMpJnWPlDJ62QO7ZC/snl2xJ/b+a60wqlH2sk+zVtFyN9922LX09q/Kollg51P1p2eBLYxHXg3y7kZM+RZ6RV88OH5ZmljsDfvYGXsm/6fskd3RDeziq36+wBdPkKAPyH5/7p9gZTCTHc2MLAynpsfjr2hAN3qQpvcewzTmMI8cnXuEa9zgVmqVhqVJaaqSKlXFmk58CWn2A285mFk=</latexit>

Tµ⌫ / �(3)(~x)

原点にデルタ関数的特異性があり、積分するとブラックホールの質量が正しく出る。

S. Aoki, T. Onogi and S. Yokoyama, Int. J. Mod. Phys. A36 (2021) 2150098.

ブラックホールはアインシュタイン方程式の真空解ではない。

c.f. 点電荷はマックスウェル方程式の真空解ではない。



IV. 重力系の保存量はエントロピー？ 



我々は物質のエネルギー運動量テンソルを用いて、エネルギーとは異なる保存量を共変的
に定義できることを示した。

一般相対性理論の保存量

S. Aoki, T. Onogi and S. Yokoyama, Int. J. Mod. Phys. A36 (2021) 2150201.

<latexit sha1_base64="tYVIi8o8w+WU1x4BGriO8wjDdY4=">AAACfXichVHJSgNBEH0Z97hFvQS8BEPEg4SKuCEIAS8e4xINJDLMjK0OzsYsAQ3xA/wBD54URUT0J7z4Ax78BPGo4EXQymRAVNQapuv163rVr7tVx9A9n+ghJrW0trV3dHbFu3t6+/oTA4Nrnh24mihqtmG7JVXxhKFboujrviFKjisUUzXEurq70FhfrwrX021r1d9zxIapbFv6lq4pPlNyIlmxFNVQ5IoZpFblGqeKFdRT8yQn0pSlMFI/QS4CaURRsBMXqGATNjQEMCFgwWdsQIHHXxk5EBzmNlBjzmWkh+sCdcRZG3CV4AqF2V0et3lWjliL542eXqjWeBeDf5eVKWToni7pme7oih7p7ddetbBHw8seZ7WpFY7cf5hcef1XZXL2sfOp+tOzjy3Mhl519u6ETOMUWlNf3T96XplbztRG6ZSe2P8JPdAtn8CqvmjnS2L5GHF+gNz36/4J1iayuens1NJkOj8bPUUnhjGCMb7vGeSxiAKKvO8BznCNm9i7lJHGpWyzVIpFmiF8CWnmA+6Sk2M=</latexit>rµTµ⌫ = 0

その保存量  が「エントロピー」に対応することを指摘した。S

<latexit sha1_base64="qvhbyFP0kq+XG528qKteCzOREy4=">AAACkHicSyrIySwuMTC4ycjEzMLKxs7BycXNw8vHLyAoFFacX1qUnBqanJ+TXxSRlFicmpOZlxpaklmSkxpRUJSamJuUkxqelO0Mkg8vSy0qzszPCympLEiNzU1Mz8tMy0xOLAEKxQtoB9vGZOaVKKTEGVcoxBQXFpVU66bXKoTEVRvUVtfGx+SVKsRUpZYkxgFZ8QLKBnoGYKCAyTCEMpQZoCAgX2A5QwxDCkM+QzJDKUMuQypDHkMJkJ3DkMhQDITRDIYMBgwFQLFYhmqgWBGQlQmWT2WoZeAC6i0FqkoFqkgEimYDyXQgLxoqmgfkg8wsButOBtqSA8RFQJ0KDKoGVw1WGnw2OGGw2uClwR+cZlWDzQC5pRJIJ0H0phbE83dJBH8nqCsXSJcwZCB04XVzCUMagwXYrZlAtxeARUC+SIboL6ua/jnYKki1Ws1gkcFroPsXGtw0OAz0QV7Zl+SlgalBsxm4gBFgiB7cmIwwIz1DMz3TQBNlBwtoVHAwSDMoMWgAw9ucwYHBgyGAIRRo70SG7QwHGA4yCTFZMNkzOUKUMjFC9QgzoAAmLwC9wJpJ</latexit>

S =

Z
d3x

p
�gT 0

⌫⇣
⌫<latexit sha1_base64="ype/6zSFe/YMtk2WPrFY/MJ45k0=">AAACi3ichVFNSxtRFD2O9aOxaqqbQjfBYEg34cbWKmJBKAWXaowJZOLwZnzq4Hwx8yagQ/6AdN9FVy2UUtx1q7tu+gdc5CeIS4VuuujNZEBaaXuHefe88+6577z3zMCxI0XUG9KGH4yMjo0/zE08mpyazj+e2Yn8OLRk3fIdP2yaIpKO7cm6spUjm0EohWs6smEeve6vNzoyjGzf21bHgWy74sCz921LKKaMfEn3hOkIQ3fjQnl7N+HcTbqG7sUF/UQqscvo2Ssy8kWqUBqF+6CagSKy2PDzn6FjDz4sxHAh4UExdiAQ8ddCFYSAuTYS5kJGdrou0UWOtTFXSa4QzB7xeMCzVsZ6PO/3jFK1xbs4/IesLGCeLukL3dB3OqMr+vnXXknao+/lmLM50MrAmD59UvvxX5XLWeHwTvVPzwr7WE692uw9SJn+KayBvnPy7qa2sjWflOgjXbP/D9Sjb3wCr3NrfdqUW++R4weo/nnd98HOQqX6srK4+aK4tpw9xTieYg5lvu8lrGEdG6jzvm/xFee40Ca159qKtjoo1YYyzSx+C+3NLyKNmEQ=</latexit>

rµ(T
µ
⌫⇣

⌫) = 0

この考えを膨張宇宙に適用すると以下の結果が得られる。

輻射優勢期：
<latexit sha1_base64="9glSKEDJiQq0lpVrogrDMt5TMFo=">AAACdnichVHLSsNAFD2N7/qKuhEEKZaqq3LjG0EQ3Lisjz7ASknitAbTJCRpRYs/4A+4EBcKKuJnuPEHXPgJ4rKCLlx4mwZERb3DzJw5c8+dMzOaYxqeT/QYkVpa29o7Orui3T29ff3ywGDGsyuuLtK6bdpuTlM9YRqWSPuGb4qc4wq1rJkiq+2tNPazVeF6hm1t+geO2C6rJcsoGrrqM1WQB1JLNSVvc0ps+iiWd3ftghynJAUR+wmUEMQRRsqWr5HHDmzoqKAMAQs+YxMqPG5bUEBwmNtGjTmXkRHsCxwhytoKZwnOUJnd47HEq62QtXjdqOkFap1PMbm7rIwhQQ90Q3W6p1t6ovdfa9WCGg0vBzxrTa1wCv3Hwxuv/6rKPPvY/VT96dlHEQuBV4O9OwHTuIXe1FcPT+obi+uJ2jhd0DP7P6dHuuMbWNUX/XJNrJ8iyh+gfH/unyAzlVTmkrNrM/HlhfArOjGCMUzye89jGatIIc3n7uMMV7iOvEmjUkKaaKZKkVAzhC8h0QffPpA3</latexit>

P =
1

3
⇢ エントロピー密度 =

ρ + P
T

<latexit sha1_base64="yptKOsP4Vb28ct1dASzSUfzW4dU=">AAACb3ichVHLSgMxFD0dX7W+qi4UBBksim5KRnwUV4Ibl776gLaWmTHV4LyYmRa0+AN+gC5c+AAR8TPc+AMu/ARxJQpuXHhnOiAq6g1JTk7uuTlJNMcQns/YQ0xqaW1r74h3Jrq6e3r7kv0DOc+uuTrP6rZhuwVN9bghLJ71hW/wguNy1dQMntd2l4L9fJ27nrCtDX/P4WVT3bZEVeiqT1Sp5O7YJU+Y8sbmTCWZYmkWhvwTKBFIIYoVO3mFErZgQ0cNJjgs+IQNqPCoFaGAwSGujAZxLiER7nMcIEHaGmVxylCJ3aVxm1bFiLVoHdT0QrVOpxjUXVLKGGf37Jq9sDt2wx7Z+6+1GmGNwMsezVpTy51K3+Hw+tu/KpNmHzufqj89+6giE3oV5N0JmeAWelNf3z9+WV9YG29MsAv2RP7P2QO7pRtY9Vf9cpWvnSBBH6B8f+6fIDedVubSs6szqcVM9BVxjGAMk/Te81jEMlaQpXMdHOEUZ7FnaUgaleRmqhSLNIP4EtLUB1yTjj4=</latexit>

⇢ ⇠ T 4Stefan-Boltzmann則

インフレーション：
<latexit sha1_base64="mWyOA1DplUsmeXZ1wmtsWVjrffY=">AAACanichVHLSgMxFD0dX7U+WnWjdFOsFTeWVHwUQRDcuOzDWkGLzIzRhk5nhpm0oMUfcOdK0JWCiPgZbvwBF/0E0V0FNy68nQ6IinpDkpOTe25OEs02hCsZawaUru6e3r5gf2hgcGg4HBkZ3XStmqPzgm4ZlrOlqS43hMkLUkiDb9kOV6uawYtaZa29X6xzxxWWuSEPbV6qqgem2Be6KokqZlZmd5yytRuJsyTzIvYTpHwQhx8ZK3KDHezBgo4aquAwIQkbUOFS20YKDDZxJTSIcwgJb5/jGCHS1iiLU4ZKbIXGA1pt+6xJ63ZN11PrdIpB3SFlDAn2yG5Ziz2wO/bE3n+t1fBqtL0c0qx1tNzeDZ+M59/+VVVplih/qv70LLGPtOdVkHfbY9q30Dv6+tFZK7+cSzSm2RV7Jv+XrMnu6QZm/VW/zvLcBUL0Aanvz/0TbM4lU4vJhex8fDXtf0UQUUxiht57CatYRwYFz90pznEReFFGlQkl2klVAr5mDF9CmfoAq1iMGw==</latexit>

P = �⇢
<latexit sha1_base64="686WBDuYd4ZKyGBBZyEDHcIVPRc=">AAACkXichVFNSxtBGH5ca9XUNlEvgpelQfFQwkSsXyDE9mDASzSNCkbC7jpJB3d3ltlJUJf8AY9ePPRUQUT6B7y2vfQP9OBPKB4VevHgm81CaaX6DjPzzDPv884zM3bgilAzdtVj9D7re94/MJh6MfTyVTozPLIRyqZyeMWRrlRbthVyV/i8ooV2+VaguOXZLt+099539jdbXIVC+h/0QcB3PKvhi7pwLE1ULfOmvBRVPVvuR8uKm7Ju7nKzLLTmyixKJQ6l365KKmDOmCvtWibLciwO8yHIJyCLJEoyc44qdiHhoAkPHD40YRcWQmrbyIMhIG4HEXGKkIj3OdpIkbZJWZwyLGL3aGzQajthfVp3aoax2qFTXOqKlCYm2E92wW7YD/aF/WJ3/60VxTU6Xg5otrtaHtTSR2Pl30+qPJo1Pv5RPepZo4752Ksg70HMdG7hdPWtw5Ob8uL6RDTJTtk1+f/Mrth3uoHfunXO1vj6J6ToA/L/PvdDsDGdy8/m3q7NZAvzyVcMYByvMUXvPYcCiiihQuce4xJf8c0YNRaMgvGum2r0JJpR/BXG6j0Ty5pf</latexit>

S =
Are of de Sitter Horizon

4G
Bekensetin-Hawking

現在、更なる検証が進行中。乞うご期待。



V. 最後に



牧野さん、健康で充実した還暦後の研究者生活をお祈りしています。

私も牧野さんを見習って定年まで（定年後も）頑張りたいと思いま
す。一度は共同研究をしてみたいものですね。

ご清聴ありがとうございました！


