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等質錐上に台をもつ関数のラドン変換

真野 元

古典的な例から始めよう。�� 上の �������変換 �は次のふたつの性質をもつことに注意する：

�� �は �
� 上の ��	�
変換と�����
変換の合成として平面波分解する。

�� �は���表現の ������	�
���モデルのユニタリ反転作用素として現われる。

���表現はメタプレクティック群（シンプレクティック群の二重被覆群）に対する極小表現であるが、不

定値直交群 ��� � �� � � �� （ただし、��� ��は �� � � �� �� � � �なる自然数の組）の極小表現に対しても

�� モデルが存在することが小林������	 によって証明された（�	�� ����� �  !）。さて、半単純リー群の

極小表現は、既約ユニタリ表現の中で "��#�
	�$�������次元が最も小さく、ユニタリ双対の中で孤立してい

る表現であり、古くから知られている���表現を除いては �%% 年代にようやく研究が始まった（$�	&	�
'

(�)��
�*�' $����
�' +������' ,�' -��
�' .��' $�/�)����' ��	��	' ����など）。極小表現にはいくつかモデ

ルが知られているが、群作用がわかりやすいモデルは、内積が難しく、�� モデルのように内積がわかりやす

いモデルでは群作用が難しい。この群作用を具体的に表わす鍵は、ユニタリ反転作用素を具体的に決定するこ

とである。実は、�������変換と同様に平面波分解が存在して、それは標語的に

「ユニタリ反転作用素」0「��	�
変換の一般化」�「-�
*��変換の一般化」 �1�

と書くことができる。

主論文は「��	�
変換の一般化」に相当する対象である「錐に台をもつ関数の ��	�
変換」を扱う。参考

論文 2�3 では、「-�
*��変換の一般化」を詳細に扱っており、このふたつの論文の基礎づけのもとに、�� モデ

ルにおける群作用を具体的に与えるというプロジェクトが完成した。

ここで、「��	�
変換の一般化」とは、���� 内の錐

� � ���� 40 �� � ���� � � � 4 ��� � � � �� ��� � ����� � � � � � ����� 0  �

上に台をもつ �� 級関数 � を �
��� 上の超関数とみなして ��	�
変換 	� を行うことを意味する。コンパク

ト台をもつ � に対して、	� は通常の ��	�
変換と類似したいくつかの期待された性質（5�5�
�条件など）

を満たすが、大きな相違点として、台が � に含まれることに対応する微分方程式に加え、（超平面のパラメー

タを �
� �� � ����� � � ��	� としたとき）� 0  で無限回微分可能ではない（�� � 0 !� �では連続でさえな

い）ということがあり、その精密な解析が主論文の結果である。ここでは簡単のため、� � � � 6かつ � � �

は偶数であるとする。

������	 
� �� 	��
� ��は、� 0  で �����
� 回連続微分可能である。

�� �	���
� ��が � 0  でもはや �����
� 回微分をもたないような � 上の関数 � が存在する。

�



この定理の帰結として、�1�のスキームにおけるユニタリ反転作用素 � が

� 0 � Æ	 �
�

のように平面波分解され、それが 7����	�8
�	であることがわかる。ここで、� は
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によって定義される超関数との ;����
� であるが、（ただし ������ ����������� は（変形）(�����関数であ

る）、これが 7����	�8
�	であるためには、	が原点 � 0  で少なくとも �����
� 回微分可能でなければなら

ない。

������	 �� �����変換の反転公式 	 0 � Æ� が成り立つ。

この積分変換 � は、$�/�)����������	��  !' �	�� ������での議論をもとにして、参考論文 2�3で初めて

具体的に決定された作用素である。�������変換が������� の���表現の解析において重要な役割を担っ

ているように、我々の作用素 � も ���� �� � � ��の極小表現の（錐 � 上の実現の）理解の鍵を握っていると

いえる。

証明は特殊関数（�;;���の二変数超幾何関数）を用いて、具体的に反例を構成する方法を用いており、特殊

関数の漸近挙動によるアプローチが主論文の特徴でもある。
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