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研究成果の概要（和文）：アイソトープから放出されるスピン偏極陽電子を利用したスピン偏極低速陽電子ビー
ム装置を開発した。陽電子のエネルギーの単色化に固体希ガスモデレータを使用し、透過型リモデレータ設置予
定位置にて、直径 0.2 mm (半値全幅) の 5 keV のスピン偏極低速陽電子ビームが得られた。
また、加速器ベースの非スピン偏極陽電子ビームを透過型リモデレータ及びレンズ系で輝度増強したビームを用
いることで、Ge(001)-2x1構造の低速陽電子回折(LEPD)パターンの観測に成功した。

研究成果の概要（英文）：A slow-positron beam apparatus, which uses spin-polarized positrons emitted 
from a radioisotope, has been developed. By using a solid rare gas moderator for obtaining 
mono-energetic slow-positrons, it generates a spin-polarized slow-positron beam with a diameter of 
0.2 mm (FWHM) at a position for transmission-type remoderator. 
A low-energy positron diffraction (LEPD) pattern from a Ge(001)-2x1 structure has been observed with
 an accelerator-based non-polarized slow-positron beam, whose brightness was enhanced by a 
transmission-type remoderator and optics we had developed.

研究分野： 陽電子科学

キーワード： 表面　界面　磁性　陽電子　回折　構造解析
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