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P l an n i n g  a n d  Co o r d i n a t i on  
 

M AC H INE  T I ME  EX EC UT IO N 
 

RE PO RT  (  2 0 0 5- 2 - 1    CY CL E )  
 

Ex p e r i m e n t a l  G r ou p  E559  R e p o r te r  三輪 浩司  

Sc h e d u le d  Pe r i o d  

a nd  Sh i f t  

5 /25-6 /13 

50sh i f t s (このうち 14シ
フトは加速器調整中 )  

 M a i n ,  Su b ,  P a r a  Main 

Ex p e r i m e n t e r s  今井憲一、齊藤直人、舟橋春彦、三輪浩司、大樂誠司、関義親、永江知
文、澤田真也、高橋俊行、関本美知子、垣口豊、野海博之、里嘉典、高橋仁、豊田晃

久、丸田朋史、藤岡宏之、中嶋大輔、高橋智則、成木恵、田村裕和、小池武志、三浦

勇介、木下沙理、白鳥昴太郎、馬越、仲澤和馬、渡辺崇臣、亀山智弘、味村周平、福

田共和、谷田聖、石元茂、鈴木祥二、 J .  A rv i e u x、 K.  H i c k s、 R.  Za v i s l a k、  

SU M M AR Y O F EX EC UT I ON  AN D  R ES UL T S 

5 / 25 - 2 7  スペクトロメーターの検出器の t u n i n gおよび、トリガーの調節。  
5 / 27 - 2 9  K +のビーム調整。 p i - m o d eおよび K - m o d eの双方で調整。  

ただ D Cセパレーターの電圧が 1 0 0 k V程度までしかかからない中で行ったので
効率的ではなかった。  

5 / 30 - 6 / 2  DCセパレーターのコンディションが良くなかったため主にキャリブレー
ションのデータを取る。  
‐ p ( p i + ,K + ) S i g m a + 
‐ m o m e n t u m  c a l i b r a t io n  

6 / 3 -6 / 1 3  (K + ,p i + )のデータ収集を開始。ビームライン磁石
は K - m o d eの設定で用いる。  
 
K6ビームラインにおいて初めて K +ビームを用いことと D C
セパレーターの状態が良くなかったため試行錯誤が多かっ

た。D Cセパレーターが安定して 2 0 0 kVかかるようになったの
は 6 / 8からである。 K +の収量は K 6の p r o du c t i o n  ta r g e t上での
p ro t o nが 0 . 87 T p / s p i lで 1 30 0 0 ka o n / s p i l lで、k / p i  r a t i oは 1 / 1 5であ
った。 S K Sでの粒子識別および運動量解析は正しく行なうこ  図 :ビームの P I D  
とができている。  

EX ECU T ED  MA CH I NE  T I M E ,  BE A M  C ON D IT I ON ,  DO WN  T I ME  e t c .  

〇陽子強度は予想 ( 1 . 0 x 10 1 2  o n  K 6  t a r ge t )より少なく 8 . 7 x 10 1 1  on  K 6  t a r g e t程度であっ
た。実験当初は加速器のチューニングが長引き、チューニングが終了しユーザータイ

ムとなったのは 5 / 3 1  0 : 1 0からである。  
〇 DCセパレータのコンディションが安定したのは 6 / 8からであった。結局 2 0 0 kVでオペ
レートした。K / p i  r a t i oは良くはなかったが、データ収集に問題がでることはなかった。 
〇加速器のトラブルによるビームタイムのロスは合わせて 3シフト程度であった。  

CO M M EN T S 

 


