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概要qsrutNvwCx
（
t�yzw

は偶数）の極小ユニタリ表現 { は |J}g~N���1� の円錐 � 上の二乗可積
分関数からなるヒルベルト空間 ��� r � x の上で実現することができる（定理 � ）。こ
のモデルはメタプレクティック群の �L����� 表現（ ���c�������e�C��8� 表現、 �[���D�8�u�����U�8���-�V�^�����
表現ともよばれる）の �?�+������>�W��������� モデルと多くの類似性をもつ幾何的実現である。�^���e� 表現の �?��W������W���W���g� モデルでは、 �?���g����� 放物型部分群の反転を与える元は、本
質的には �U��������g� 変換として作用し、さらに、これは複素半群への解析接続である� �g�I� ���c� 半群の境界値として得られることが知られている。これに相当する結果と
して、この論稿の後半では、 � � r � x に実現した qsrutNv¡>x

の極小ユニタリ表現につい

て、「反転」元がどのようなユニタリ作用素で表されるか、また
qsrut�yz¡�vI¢�x

のある

複素半群への解析接続がどのような形で作用するかを具体的に決定する。これらの

積分公式の核関数は変形ベッセル関数によって表示される（定理 £ 、定理 ¤ ）。これ
らの結果の特別な場合として、古典的に知られている �U���W�I���g�¥��¤F���c�¥��� 変換の再帰公
式や �^�g¦:�g� の積分公式に群論的な新しい意味が与えられる（定理 § ）。
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はじめに

この解説では、不定値直交群
´Ìµ�·n¸-¹�º�µ�·!ÍÎ¹

は偶数
º
の極小表現 Ï の ÐÒÑ モデルを扱う。

特に、
¹sÓMÈ

の場合の極小表現は、そのリー代数 Ô µ�·n¸�È�º の（あるいは ´¶µ�·n¸�È�º
の連結成分Õ ´!Ö�µ�·n¸�È�º

の）最高ウェイト表現と最低ウェイト表現の直和である。この表現について、

リー群
´¶µ�·n¸�È�º

のユニタリ作用素および、複素半群の表現を与える縮小作用素の積分公式

を説明する。

動機を説明するために、シンプレクティック群
Õ ·FµV×�¸�Ø#º

の二重被覆群であるメタプレ

クティック群 ÙÕ ·FµV×�¸�ØÚº の Û1ÜCÝWÞ?ßeàcÛ1áâÞ?ßpÜ�àQãäÜCåpß 表現 æ を思い出すことにしよう。この表現
は様々な美しい側面があり、歴史的にも多くの研究がなされているが、ここでは特に æ
をヒルベルト空間 ÐTÑ µEØ#çnº に実現する Û1ègá:é>êë�ì åpíoÝ�Üaé モデルを取り上げる。 Û1ègá:é>êë�ì åpíoÝ�Ü�é モ
デルの特徴を手短かにまとめると：

² º
表現空間・内積は簡単である；ただの Ð Ñ µEØ ç º である。È�º
群全体 ÙÕ ·FµE×�¸�ØÚº は関数空間 Ð Ñ µEØ ç º に作用するが、多様体 Ø ç

に作用するのは Û1åiÜCÝ�ÜCß
放物型部分群 î だけである。ï º æ を î に制限しても既約である。 î の ÐTÑ µEØ#çnº への作用は、単に、平行移動とアー
ベル群のユニタリ指標による乗法により与えられる。ðUº

リー環 ñ>ò µV×�¸�ØÚº の微分作用 óWæ は高々 È
階の微分作用素で与えられる。ô º

ある特別な元 õ Ö が存在し（ î に対する「反転」元）、対応する ÐTÑ µEØ#çnº の変換 æ µ õ Ö8º
は本質的に ö ë�÷ é-åiÜaé 変換である。
Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßpÜ�à�ãäÜCåiß 表現は ÙÕ ·FµV×�¸�ØÚº の二つの既約ユニタリ表現に分解されて、それらはø ë�ù Ü�úâá の意味で「極小表現」と呼ばれる。 Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßiÜ�à�ãäÜaåpß 表現以外の極小表現につい

ては特に解析的な立場ではまだ未知の部分が多いが、
²�û�û�ü

年代以降極小表現の代数的研

究はかなり進んできた（例えば ý ²�þ[ÿ）。
不定値直交群

´¶µ�·n¸-¹?º µ�·n¸-¹ � ï º
に関しては、

· Í ¹����
が奇数なら極小表現が存在し

ないことが � ë ÝWÞ?í によって指摘されている ý ²��>ÿ。· ÍP¹
が偶数の場合には、 	 ë�ù�
 Þ?í 
 ý ² È ÿ

È



が
·�Ó4¹ Ó ð

の場合に極小表現を構成したのが最初で、続いて、 �TåiíoÜCÝWÞ[é+à��åiÜaégÞ ÷ ý ²�ÿ が
	 ë�ù�
 Þ?í 
 の構成法を一般の ·n¸-¹oµ � È�º

に拡張した。同じ表現の別な実現のモデルも多数発

見されている：例えば、
Õ Ð µ�È1¸�ØÚº の自明な表現の �Dà¥ßiå�� 
 として � ÷ Þ?íoÝ[à��á ÷ ý þ[ÿ、共形幾何

（ ý �>ÿ の解説参照）の観点から山辺作用素の解空間として ý ²�üDÿ、など。さらに、この表現は、
	 ë�� Þ��UÞ ù áoåeà���é ù�
 Ü ì の第３論文 ý ²�²aÿ では、Ø������! Ñ 上の符号 µ�·#" ² ¸-¹$" ² º

の二次形式の零

点として定まる円錐 % の上の Ð Ñ 関数のなすヒルベルト空間上に実現できることが証明
された。&('
第
È
節と第

ï
節では

µ*)
型の群である

º+´¶µ�·n¸-¹?ºCµ�· Í�¹
は偶数

º
の極小表現のこの実現と、µ,+

型の群である
º ÙÕ ·FµV×�¸�Ø#º の Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßiÜ�à�ãäÜaåpß 表現の Û1ègá:é>êë�ì åpíoÝ�Ü�é モデルとを比較し、

その似ている点を拾い上げながら先にあげた特徴
² º
～
ðUº
に沿って解説する。例えば、擬

ユークリッド運動群
´¶µ�·�" ² ¸-¹-" ² º/. Ø����0�! Ñ は自然に ÐÒÑ µ % º に作用する。このとき、´Ìµ�·1" ² ¸-¹$" ² º2. Ø����0�! Ñ を含む極大放物型部分群 î4365�7 は Û1åpÜaÝ�ÜCß 放物型部分群に相当す

る役割を担う。このとき、î8395�7 に属さない元は ÐTÑ µ % º にどのようなユニタリ作用素とし
て作用するのだろうか？

第
ð
節と第

ô
節は

¹	Ó È
の場合についてこの問題を扱う。このとき、錐 % は二つの連

結成分 % � と %  （未来錐と過去錐）に分かれる。そして未来錐に台を持つ関数からなる
空間上には連結群

Õ ´ Ö?µ�·n¸�È�º
のユニタリ最高ウェイト表現を実現することができる。

この表現をより詳しく調べるために、極大コンパクト部分群の中心のリー環の生成元: " ²�;
が定める微分作用素、すなわち、自己共役作用素

óUÏ µ ; º�Ó=<ð > Ñ> < Ñ Í
·?"äÈð >

> <
ÍA@CBEDGFIHð < " <

に注目し、 óUÏ µ ; º によって生成される ÐÒÑ µ % � º 上の ��åpß � Üaé 
 àcÛ1ègáKJÌå ìL
 作用素の（複素解
析的）半群 Ï µ,M�NPO�ºÚÓ ÜGQ1ú µPR óUÏ µ ; º+º µPS Ü R � ü º
を具体的に計算する。ただし、 % � を極座標によって Ø �UT Õ �� Ñ と同一視した。 Ï µ,M NPO º
の作用素ノルムは

M� VDGFIHHXWZY N であることがわかるので、S Ü R$� ü
という仮定の下で Ï µ,M NPO º

は縮小写像である。この半群は、
R\[ : " ² Ø

ならば
M NPO [^]

であることから
]
の複素化]`_ Ó ´¶µ�·	ÍmÈ1¸ba%º

の（
]
を境界とする）複素部分多様体への表現 Ï の解析接続を与えて

いるといえる。

c�d�egfGhGi,j,kmlmnPo�p(q�rts ¬�u�vxw ¬gGy{z では |~}��� の場合には �V��|x� �G� の極小表現を � � ��� � の形で実現することはで
きないと主張しているが、定理 � で述べるようにこの主張は正しくない。

ï



実リー群
]
の表現を

]
の複素化

]4_
における複素領域にまで解析接続するという問

題意識は、 � Üaß���Þ?í ì à��!åpí ì å��:åpí プログラムと呼ばれ、 ] Ó Õ Ð µ�È1¸�Ø%º の場合に �!ÜCß���Þ?í ì à
�!åpí ì å��:åpí�ý ð ÿ で提起され、より一般の ��Üaé{JÌå 
 Ü リー群に対し、 ��ß ù áâÞ?í ù �1å�� åhý ²�ïDÿ�� Û 
 Þ?í 
�ë í
ý ²>ô>ÿ らが、最高ウェイト表現に対して複素半群への拡張定理を抽象的な形で示している。
定理Ｂ（第４節）では、この � ÜCß���Þ?í ì à�� åií ì å��1åpí プログラムを具体的な積分表示を与え
る形で実行する。そこでの主結果は、 Ð Ñ µ % � º 上の作用素 Ï µ,M NPO º が、核関数

� � µ,�o¸b�E�P��R+º���Ó È�M  �� Ñ!�*� ��� � � �( ¡� ¢G£¥¤�¦P§©¨HÏ D!FIHH ù åiíoá D H NÑ
ª ÈK«*�â¸b� ��¬  DGF�H¯® D!F°H

± È ª ÈK«,�o¸b� � ¬ù åpíoá NÑ
²

に対する % � の積分変換で具体的に与えられるという主張である。ただし、 ®�³ µ,´Wº Ó: " ²  ³¶µ ³ µ : " ² ´Wº
は変形ベッセル関数である。

定理Ｂで与えた Ð Ñ µ % � º 上の半群 ·�Ï µ*M NPO º/�LS Ü R�� ü¶¸
はガウス核を用いて与えられる

ÐÒÑ µEØ#çnº 上の ¹»º½¼�¾¯¿¡ÀÁº 半群の類似物と考えられる（ Û1ÜCÝWÞ?ßeàcÛ1áâÞ?ßpÜ�àQãäÜCåiß 表現との関係につ
いては � ëÁÂ Ü¶ý ô>ÿ を参照；また ý ï[ÿ も参照）。つまり、以下の類似が成り立つ：

表現 Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßiÜ�à�ãäÜaåpß 表現 ´¶µ�·n¸�È�º
の極小表現

核関数
µ ù åpíoá R+º( ÄÃH M� ÅÆ�ÇÉÈ�Ê ¨ �*� Ëx� H £¥¤bÌP§ N  Ñ!Í�ËIÎ ÏmÐ � � Ï�� H £¥¤bÌ¡§ N ¢ � �hµ,�o¸b� � ��R+º

半群の生成元
" Ï$Ñ Ò6Ñ Ñ Í 'Ó{Ô8Õ çÖ(× '^Ø HØ Ë HÙ óWÏ µ ; º

ここで、
« Ò ¸{Ú ¬ は Ø ç

の通常の内積で、 Ñ Ò9Ñ ��Ó ª « Ò ¸ Ò ¬ はノルムである。
さらに、反転元 õ Ö が M Ô �  ' O で与えられることに注目して、縮小作用素 Ï µ,M NPO º が R
が Ï : " ² に近づいたときの「境界値」を考えると、ユニタリ作用素 Ï µ õ Ö8º の、積分公
式を得ることができる（定理Ｄ

µ ² º
）。 Û1ègá:é>êë�ì åiíoÝ�Üaé モデルにおけるメタプレクティック

群 ÙÕ ·FµV×�¸�ØÚº の ã ÜCåpß 表現の場合には、そのような作用素 æ µ õ Ö�º は本質的に ÐÒÑ µEØ#çnº の
ö ë�÷ é-åiÜaé 変換にほかならないが（上記の特徴 ô º

を参照のこと）、不定値直交群
´Ìµ�·n¸�È�º

の

場合には、 ö ë�÷ é-åiÜaé+à��TÜ ù+ù ÜCß 変換が Ï µ õ Ö8º の記述に現れることがわかる（定理Ｄ µ�È�º
）。

なお、
´¶µ�·n¸-¹�º µ�·n¸-¹ � ï º

の場合にも Ï µ õ ÖCº を積分表示できる。これについては別の機
会に述べたい。

Û
錐上の二乗可積分関数

この節では、́
¶µ�·#" ² ¸-¹Ü" ² º

の作用による引き戻しと
Ø������! Ñ の ²

次元ユニタリ表現に

よる乗法によって得られる、半直積群
´¶µ�·8" ² ¸-¹$" ² ºÝ. Ø������! Ñ のヒルベルト空間 ÐÒÑ µ % º

上への既約ユニタリ表現 Ï を記述する。この節の結果は旧知である。第３節では、この表
ð



現 Ï が ´Ìµ�·n¸-¹�º�¸>µ�·�Í ¹Þ[HÈ°ß�º
の極小表現に拡張することができることを説明する（定理Ａ

参照）。Ø��� ' Î �! ' を、ユークリッド空間 Ø������! Ñ に標準的な不定値計量
ó½à Ñ Ó ó � Ñ' Íâá�á�á8Í ó � Ñ�� ' " ó � Ñ� "ãá�á�á°" ó � Ñ�����! Ñ µQÈ½ä ² º

が入った擬リーマン多様体とする。すると、
Ø �I ' Î �! ' の等長変換群 å ù�ë J µEØ �� ' Î �! ' º （す

なわち擬ユークリッド運動群）は半直積群
´Ìµ�·?" ² ¸-¹©" ² º$./Øæ�����! Ñ に同型である。

次に、錐 % を
% ��Ó · µ,� ' ¸�á�á�á�¸b� �����! Ñ º$[/Ø �����! Ñ �E� Ñ' Íçá�á�á�Íè� Ñ�� ' "é� Ñ� "êá�á�á°"é� Ñ�����! Ñ Ó ü½¸�ë · ü½¸

で定める。錐 % は · Ím¹4" ï
次元で不定値直交群

´¶µ�·�" ² ¸-¹`" ² º
が推移的に作用する。

極座標 Ø �âT Õ �� Ñ T Õ �! Ñ/ì % ¸ µ < ¸�í ¸{î:ºgïì µ < í ¸ < îoº µQÈ½ä�È�º
に関して、 % 上の測度 óxð を

ó¶ð Ó ²È < �����! �ñ ó < ó í ó î
で定義する。これは

´¶µ�·ò" ² ¸-¹©" ² º
不変な測度である。なぜなら、

ó µ,� Ñ' Íâá�á�á8Íã� Ñ�I ' "é� Ñ� "ãá�á�á°"¯� Ñ�����! Ñ º0ó � Ó ó � ' óôá�á�á�ó ó � �����! ÑÁõ
を満たす任意の

µ�· Í�¹©" ï º
次の微分形式 � に対して

�öÑø÷ Ó óxð
となっているからである。

従って、引き戻しによって、ヒルベルト空間 Ð Ñ µ % ¸ óxð ºúù Ð Ñ µ % º 上に定義された´Ìµ�·?" ² ¸-¹©" ² º
の表現 Ï はユニタリになる。

続いて、アーベル群
Ø������! Ñ を ÐTÑ µ % º に

Ï µ,ûaº�� Ð Ñ µ % º ì Ð Ñ µ % º�¸ ü�µ,�UºÝïì M Ñ �  ' ��ý Ã � Ã �gþÿþ�þÉ� ý D�����FIH � D�����FIH ¢ ü!µ,�Uº
として作用させる。ここで

ûhÓ µ,û ' ¸�á�á�áJ¸bû �����! Ñ ºV[/Ø �����! Ñ である。 Ï µ,ûCº は明らかにユニ
タリである。´¶µ�·$" ² ¸-¹0" ² º

と
Ø����0�! Ñ の ÐÒÑ µ % º への上記の作用は半直積群 ´¶µ�·Ü" ² ¸-¹�" ² ºt.�Ø������! Ñ

の表現を定めることが示される（それを同じ記号 Ï で書くことにする）。さらに、この表
現は既約である。まとめると（ ý ²�²aÿ���� é ë ú ë�ù å 
 å ë í ï ä ï 参照）：
命題 �	��
�� µ Ï ¸ Ð Ñ µ % º�º は半直積群 ´¶µ�·?" ² ¸-¹ " ² ºÜ./Ø �����! Ñ の既約ユニタリ表現である。

ô



 �����������
の極小表現の �������� !#"%$'&)(#* � モデル

一般的に、群
]
の既約表現は、部分群

] �
に制限したときに、既約にはならない。換言

すれば、部分群
] �
の既約表現が群

]
の（同じ表現空間の）既約表現に拡張されることは

極めて稀である。ところが、命題
È½ä ²
全体で構成された

´¶µ�·Þ" ² ¸-¹/" ² º�.¶Ø �����! Ñ の既約
ユニタリ表現が、次の包含関係：´Ìµ�·C" ² ¸-¹ " ² º$.LØ �����! Ñ,+ ´¶µ�·n¸-¹�º µ ï ä ² º
において、部分群から全体

´Ìµ�·n¸-¹�º
に拡張できるのである。

定理 - .0/2131246587:9�;0<>=0;@?BA	CEDF5G/IH�4'JF� ·sÍ ¹ � þ
は偶数とし、

·n¸-¹ � È
とする。このとき、半

直積群
´¶µ�·�" ² ¸-¹`" ² º\.HØ �����! Ñ の既約ユニタリ表現 µ Ï ¸ Ð Ñ µ % º�º は ´¶µ�·n¸-¹?º

の既約ユニ

タリ表現に拡張される。

上の定理で
] ��Ó3´¶µ�·n¸-¹?º

に拡張された表現を同じ記号 Ï で表すことにする。この表現
は
· Í ¹ � �

のとき（
ø ë�ù Üaúâá が普遍包絡環を用いて定義した意味での）極小表現になっ

ている。 Ï の � ÜCß���Þ?í ì à¥	 åié-åißpß ëLK 次元は · ÍÎ¹\" ï
であり、それは

]
の全ての既約無限次元

ユニタリ表現の �!ÜCß���Þ?í ì à�	såeé-åpßiß ëLK 次元の中で最小の値である。
この表現 Ï は

JÌåií µ�·n¸-¹?º#ÓMÈ
のとき 最高ウェイト表現と最低ウェイト表現の直和· ÓA¹

のとき
� àNMLQ:Ü ìOK ÜCè 
-ë é をもつ表現（球表現）

となる。
·n¸-¹ � ï

かつ
·QPÓ ¹

の場合には最高ウェイト表現でもなく
� àIMLQoÜ ìRK ÜCè 
-ë é もも

たない。

定理Ａの第二のポイントは、メタプレクティック群 ÙÕ ·FµV×�¸�ØÚº の Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßiÜ�à�ãäÜaåpß 表現
に対する Û1ègá:é>êë�ì åpíoÝ�Üaé モデルによく似た、群 ]

の極小表現に対するヒルベルト空間 ÐÒÑ µ % º
上のモデルを与えているということである。

) KWë é ù �½� と Û:Þ?áoå は ý È ��² ð ÿ で、メタプレク
ティック群以外のいくつかの群（例えば、半単純

ø ë é ì Þ?í 代数に付随した 	 ë ÜCègáoÜaé+à2Shå 
�ù 群
で
´¶µ�·n¸-¹�º

以外のもの）の極小表現に対して類似の結果を発表している。& Ñ なお、ý È �o² ð ÿ の
証明法では、Ï が最高ウェイトをもつあるいは � àNMLQ:Ü ì�K Üaè 
-ë é を持つ表現（球表現）であ
るという仮定が本質的である。定理 T の証明法は ý È �:² ð ÿ とは全く異なり ö ë�÷ é-åpÜ�é+à'U�Þ[úâß Þ?èCÜ

c � 彼らの証明は解析的な部分に関してこのままでは不完全であることが多くの専門家によって指摘されてい
る。著者の一人による修正が出るとのことである。

þ



変換を直接計算するもので、最高ウェイト表現でもなく、
� àIMLQoÜ ì�K ÜCè 
-ë é を持たない（つ

まり球表現ではない）場合に対しても適用できる。このように、より一般の場合に対して

も極小表現が ÐTÑ µ % º という形の関数空間上に実現できることが示された。
定理Ａについて、群

]
およびリー環 V が Ð Ñ µ % º に作用しているのかを見てみよう。

まず、記法を定め、包含関係
µ ï ä ² º

を説明する。
M>Ö?¸�á�á�áJ¸bM �����! ' を Ø������

の標準基底と

し、 W8X Î Ö を行列要素とする。またY Ö ��Ó[Z ² µ ²�\^]_\ ·?" ² º
" ² µ�· \^]`\ · Í�¹©"]È�º�¸a Ö ��Ó W Ö Î Ö#Í W Ö Î �����! ' " Y Ö W Ö Î Ö Í Y Ö W �����! ' Î Ö µ ²�\^]_\ · Í ¹©"]È�º�¸a Ö ��Ó W Ö Î Ö$" W Ö Î �����! ' " Y Ö W Ö Î Ö " Y Ö W �����! ' Î Ö µ ²�\^]_\ · Í ¹©"]È�º�¸W ��Ó W Ö Î �����! ' Í W �����! ' Î Ö

と定める。 V の部分環をb 395�7 ��Ó �����! Ñc
Ö(× '

Ø a Ö ¸ b 395�7 �uÓ ���0�! Ñc
Öb× '

Ø a Ö ¸ d8��Ó Ø W ¸
で定め、

]
の部分群を以下のように定義する：e 365�7� ��Ó ·gf [ ] � f áÁM�Ö ÓXM�Ö?¸ f áÁM �����! ' ÓXM �����! ' ¸ih ´¶µ�·ò" ² ¸-¹ " ² º�¸e 365�7 ��Ó e 365�7� j · " ® ����� ¸ á e 395�7� h ´¶µ�·ò" ² ¸-¹ " ² º Tlk Ñ ¸m ��Ó ÜGQ1ú µndDº�¸a 395�7 ��Ó ÜGQ1ú µ b 365�7 º�¸a 395�7 ��Ó ÜGQ1ú µ b 365�7 º õ

このとき、次の全単射を通じてa 395�7poì Ø ���0�! Ñ ¸ ÜGQ1ú µ
�����! Ñc
Ö(× '

û Ö a Ö º6ïì µ,û ' ¸�á�á�á�¸bû �����! Ñ º

部分群
e 365�7� a 395�7 は半直積群 ´¶µ�·n¸-¹?º\. Ø ���0�! Ñ と同型であることがわかる。したがっ

て、自然な包含関係
e 395�7� a 395�7 + ]

は冒頭に述べた包含関係
µ ï ä ² º

に他ならない。
µ ï ä ² º

の別の意味は、
´¶µ�· " ² ¸-¹©" ² º$. Ø������! Ñ が擬リーマンユークリッド空間 Øæ�� ' Î �! ' の等

長変換群であるのに対して、́
Ìµ�·n¸-¹�º

は共形構造を保つ
Ø��� ' Î �! ' の q�êë�� å ÷où 変換群になっ

ていることである。

�



続いて、極大放物型部分群

î8395�7 �uÓ e 395�7 m a 365�7
を定義する。 î8395�7 はメタプレクティック群 ÙÕ ·FµV×�¸�ØÚº の Û1åpÜCÝ�ÜCß 放物型部分群と類似した
役割を果たす。包含関係 e 395�7� a 395�7 + î 395�7 + ]
に関して、ユニタリ表現 Ï を e 395�7� a 395�7 から î8395�7 に拡張することは、

Ï µ�" ® ����� º�ü ��Ó µ�" ² º D!Fr�H ü
Ï µ,M Nts º�ü!µ,�UºV��ÓXM  D�����F�H N ü!µ,M  N �Uº�¸ R$[/Ø

と定義することにより簡単に達成できる。ここで群 î8395�7 はe 395�7� ¸ a 395�7 ¸�" ® ���0� ¸bMÁNts6µPR�[/Ø�º
で生成されることを思い出そう。

ユニタリ表現 Ï が î 395�7 から ]
へどのように拡張されるかを記述するために、�!ÜCß���Þ?í ì àu Þ?å�J¶Þ[é�� 分解 V Ó b 365�7#v d vxw 395�7 v b 395�7 Ó òE395�7#v b 395�7

を用いる。すると、
]
の表現 Ï は、既に知っている î4395�7 の作用に加えて y [ b 395�7 の微

分表現 óWÏ µ y º を与えれば決定される。そのために、 W � と z � をそれぞれ { ÷ ßpÜ�é 作用素、U�Þ[úâß Þ?èaÜ 作用素とする、つまり、W � �uÓX� '
>
> � '

Íçá�á�á�Íè� �����! Ñ
>

> � ���0�! Ñ
¸

z � �uÓ > Ñ> � Ñ'
Íçá�á�á�Í > Ñ> � Ñ�� '

" > Ñ> � Ñ� "êá�á�á�" > Ñ> � Ñ�����! Ñ õy [ b 395�7 を基底を用いて y Ó Õ �����! ÑÖb× '
û Ö a Ö µ,û Ö [äØ�º

と表すと、微分表現 óWÏ µ y º は、
ý ²�²�� U�Ü!J?J¶Þ ï ä�È ÿ で次のように与えられている：
óWÏ µ

���0�! Ñc
Öb× '

û Ö a Ö º#Ó : " ² µ�µ�" · Í ¹È " W � º �����! Ñc
Ö(× '

û Ö >
> � Ö Í

²È µ
���0�! Ñc
Öb× '

û Ö Y Ö � Ö º z � º�º õ µ ï ä�È�º

ここで、 óUÏ µ y º は、 Ð Ñ µ % º の Û1ègá Â Þ[é 
6| 超関数の空間 } � µEØ ���0�! Ñ º への埋め込み
Ð Ñ µ % º�~ ì } � µEØ �����! Ñ º üèïì ü óxð

�



によって、 } � µEØ������! Ñ º に作用する微分作用素としてみなしている。
微分作用素

µ ï äuÈ�º
は二階の作用素である。このことは部分群

a 395�7 は錐 % には作用せ
ず、関数空間 ÐTÑ µ % º にしか作用しないことを反映している。
以上により、

]
の Ð Ñ µ % º への作用は、 V Ó òE365�7 Í b 395�7 の分解に応じて

部分群 î4395�7 の作用
微分表現 óWÏ µ y ºaµ y [ b 395�7 º

を与えることによって特徴付けることができた（これが
]
の表現を定めることは自明で

はない； 証明は ý ²�²aÿ 参照）。
第５節では、

¹ Ó È
の場合にリー環

b 395�7 の微分作用 óWÏ のかわりに、より直接的に群]
の ÐÒÑ µ % º への作用を、積分公式を用いて書き下す。� �������	�#�

の極小表現に対する積分公式

以下、常に
¹sÓMÈ

と仮定する。この場合、錐 % は自然に二つの連結成分
% Ó % � j %  

に分離する。ここで、 %�� ��Ó · µ*� ' ¸�á�á�á�¸b� � ºV[ % �3�-� � � ü½¸
である。極座標

µ�È½äuÈ�º
もØ �XT Õ �� Ñ ì % � ¸ µ < ¸�íÒºÝïì µ < í6¸ < º�¸Ø �âT Õ �I ÑÄì %  ¸ µ < ¸�íÒºÝïì µ < í6¸�" < º

と一層簡単な形になる。この座標系では、不変測度は ó¶ð Ó 'Ñ < �� 	� ó < ó í という形になり、
その Ð Ñ 空間 Ð Ñ µ % º は Ð Ñ µ % º#Ó Ð Ñ µ % � º v�Ð Ñ µ %  º
と直和分解する。この直和分解は、

]
から

]sÖ4�uÓ Õ ´!Ö�µ�·n¸�È�º
（
]
の単位元成分）への分岐

則
]��1]sÖ

に対応する。�
を
]
の極大コンパクト群とする。すると、

� h ´Ìµ�·Jº T ´¶µ�È�º であり、� Ö`�uÓ ��� ] ÖWµ h Õ ´¶µ�·Jº T Õ ´¶µQÈ�º�º
は
] Ö
の極大コンパクト群になる。 ÐÒÑ µ % � º の � Ö

有限ベクトルの空間を ÐTÑ µ % � º���� で書
く。 ÐTÑ µ % � º���� は ÐTÑ µ % � º の稠密な空間であり、リー環 V が微分作用素として作用する。� µ��-º

を
�
のリー環

�
の中心とすると、

� µ��gº
は
·�� È

ならば一次元である。
� µ��-º����1a

の

生成元
;
として ; ��Ó : " ² µ W � Î ��� ' " W ��� ' Î � ºV[ : " ² � µ��gºû



を取ると、 ÐÒÑ µ % � º���� の óWÏ � µ ; º の固有値は
· " µ ] Í · "ÎÈÈ ºÜ� ] Ó ü ¸ ² ¸�ÈÜá�á�á ¸

で与えられるので、上に有界、すなわち、
µ Ï � ¸ ÐTÑ µ % � º�º は ] Ö

の最高ウェイト加群であ

る。同様に、
µ Ï  ¸ ÐÒÑ µ %  º�º は ] Ö

の最低ウェイト加群である。R$[ a
に対して線形写像 Ï � µ,M NPO ºV� ÐTÑ µ % � º���� ì ÐÒÑ µ % � º���� を

Ï � µ,M�NPO�º$��Ó �cç × Ö ²×)� µ óUÏ � µPR ; º�º ç
で定める。 上記の óUÏ � µ ; º の固有値のリストから、S Ü R � ü

ならば、Ï � µ,M NPO º は ÐTÑ µ % � º
の連続作用素にまで拡張されることがわかる。従って、集合 ·�Ï � µ,M NPO ºV�xS Ü R � ü¶¸

は複素

解析的半群をなし、この半群の生成元は
µ ï äuÈ�º

などを用いることにより、 Ð Ñ µ % � º の自己
共役作用素

óWÏ � µ ; º#Ó <ð > Ñ> < Ñ Í
·?"]Èð >

> <
Í @ B DGFIHð < " < µEðKä ² º

で与えられることが示される。ここで、 @ B D!F�H は球面 Õ �� Ñ 上の U�Þ[úâß Þ?èCÜ�à��TÜCß 
 égÞ�JÌå 作用
素を表す。

複素領域 � を � ��Ó · R$[ aç�xS Ü R � ü¶¸Vë È Ï : " ² k
と定義し、 � において作用素 ÜGQ1ú µPR óUÏ � µ ; º�ºÒÓ Ï � µ,M NPO º�¸�R\[ � を具体的に積分変換の形
で与えよう。

«�áp¸�á ¬
で
Øæ�
の標準的な内積を表すことにして、ノルム Ñ � Ñ を Ñ � Ñ ��Ó ª «,�o¸b� ¬

で定める。 % �èT % � T � 上の核関数 � �hµ,�o¸b� � ��R+º
を以下の式で定義する：

� � µ,�o¸b�I�P��R+ºV��Ó È�M� � Ñ!�*� ��� � � �( �� ¢!£¥¤�¦P§ ¨HÏ D!F�HH ù åiíoá D H NÑ
ª ÈK«,�o¸b� � ¬  DGF�H ® DGF�H

± È ª ÈK«*�â¸b� ��¬ù åiíoá NÑ
²
õ µEðKä�È�º

ここで、
®�³ µ,´Wº

は第１種変形ベッセル関数（ ý ² � ÿ 参照）：
®�³ µ,´Wº#Ó : " ²  ³ µ ³ µ : " ² ´Wº õ

R%�[zÈ Ï : " ² k であり、 «,�o¸b� � ¬ � ü
であるという仮定から、核関数の分母に出てくる ù åiíoá NÑ

は
ü
ではないことに注意する。 Ð µ % � º に実現された Õ ´ Ö?µ�·n¸�È�º

の極小ユニタリ表現を（複

素解析的）半群 Ï � µ,M NPO º に拡張したとき、その作用素は積分公式として次で与えられる：

²�ü



定理 � . 複素半群の積分公式 �F� RV[ � であるとき、作用素 Ï � µ,M NPO ºÜ� ÐÒÑ µ % � º ì ÐTÑ µ % � º
は次の積分変換で与えられる：

µ Ï � µ,M�NPO�º��JºCµ,�Uº�Ó��
÷ � � � µ,�o¸b�I�*��R+º��Fµ,�I�iº óxð µ,�I� º�¸ � [ Ð Ñ µ % � º õ µEðKä ï º

積分
µVðKä ï º

の収束についてコメントしておこう；もし
R$[ � が � の内点であるとき、す

なわち
S Ü R$� ü

をみたすならば、固定された各
R
に対して、

� � µ,�o¸b� � ��R+º�[ Ð Ñ µ % � T % � º
であるので、 Ï � µ,M NPO º は ÐTÑ µ % � º における ��åpß � Üaé 
 àIÛ1ègáKJÌå ìL
 作用素になる。 R が � の境
界にあるときは、

µEðKä ï º
の収束はもう少し微妙である。しかし、

RÜ[ : " ² Ø ë È Ï : " ² k な
らば、積分

µVðKä ï º
は
� Ö
有限ベクトル

� [ ÐTÑ µ % � º���� に対して絶対収束して、% � 上の ÐTÑ
関数を定めることが証明できる。

定理 � は任意の関数 �¯[ Ð Ñ µ % � º に関する積分公式であるが、 � が特別な形をしてい
るときにさらに具体的な公式を与えよう。すなわち、

�
がある � [ ÐTÑ µ+µ ü ¸��mº�¸ < �� 	� ó < º と� [l �¡IµEØ��� ' º によって、 �Fµ < í ¸ < º�Ó � µ < º � µ¡íÒº µEðKäÄðUº

のように変数分離されている場合について定理Ｂの公式
µVðKä ï º

を書き直してみよう。ただ

し、
 �¡µ�Ø��E ' º は Õ �� Ñ 上の次数 ¢ µ ¢ Ó ü ¸ ² ¸�á�á�áº

の球面調和関数の空間、つまり、  ¡ µEØ �� ' º#Ó · � [ % � µ Õ �I Ñ º$� @òB D!FIH � Ó " ¢ µ ¢ Íz·ò" ï º � ¸
をあらわすものとする。各 ¢ に対して、 Ø �XT Ø �XT � 上の核関数 � �¡ µ < ¸ < � ��R+º を

� �¡ µ < ¸ < �¡��R+º$�uÓ È�M� Ñ!�¤£ � £b �¢G£¥¤�¦P§ ¨Hù åpíoá NÑ
µ <°< � º  D!Fr¥H ® �� 	�b� Ñ ¡ ± ð : <°< �ù åiíoá NÑ

² µEðKä ô º
で導入する。

次の定理のポイントは、もし
�
が

µVðKä ðUº
のように変数分離されていれば、作用素 Ï � µ,M NPO º

は、一変数の関数 � µ < º の積分だけに本質的に還元されることである、すなわち、
定理 ¦§� もし、 � が �Fµ < í ¸ < ºFÓ � µ < º � µ¡íÒº�¸ � [l �¡IµEØ��� ' º�¸ なる形をしていれば

µ Ï � µ*MÁNPO�ºn��ºCµ < í ¸ < º�Ó � µPí�º�� �Ö � �¡ µ < ¸ < �P��R+º � µ < �iº < � �� 	� ó < � µEðKä þ º
が成り立つ。

注意 
��sÏ � が半群の準同型写像である、すなわち
Ï � µ,M N Ã O º Ï � µ,M N H O º%Ó Ï � µ,M � N Ã � N H ¢ O º µ¡R ' ¸�R Ñ [ � º²�²



という代数的性質は、定理Ｃによって、核関数に対する積分方程式� �Ö � �¡ µ < ¸ à ��R ' º � �¡ µ à ¸ < � ��R Ñ º à �� 	� ó¶à Ó � �¡ µ < ¸ < � ��R ' Í R Ñ º µEðKä � º
と同等である。これは、 ¨ ºª©9º½¼ の積分（ ãäÜ � Üaé¬« ù¶ù ÜCè ë í ì ÜGQ1ú ë íoÜCí 
 å Þ?ß6åpí 
 ÜCÝ?égÞ?ß � ý ² � ÿ�� ²�ï ä ï:² µ ² º

参照）と呼ばれる古典的な公式� �Ö M  	® Ë H µ ³ µI¯ Ò º µ ³ µt° Ò º ÒJóEÒ Ó ²Èr± Ñ ÜGQ1ú ± " ¯ Ñ Í²° Ñð�± Ñ ² ®m³ ± ¯:°Èr± Ñ ²
に対応する。

³
反転作用素に対する積分公式

] Ö
の位数２の「反転」元 õ Ö を

õ Ö4��Óµ´ ® � üü " ® Ñg¶
で定義する。すると、 õ Ö は、随伴作用で e 395�7 m を不変に保ちT ì µ õ ÖCº b 395�7 Ó b 395�7 µ ô ä ² º
を満たす。したがって、群

]
は î 395�7 と õ Ö によって生成される。 f [ î 395�7 に対応する

ユニタリ作用素 Ï µ f º はすでに第２節で与えていた。
この節の目標は ÐÒÑ µ % � º のユニタリ作用素 Ï � µ õ Ö�º の積分公式を明示的に与えることで
ある。

反転元 õ Ö は �
の中心元

;
を用いて õ Ö ÓUM Ô �  ' ; と表せることに注目し、 RÚÓ Ï : " ²

を
µVðKäuÈ�º

と
µVðKä ô º

に代入する。すなわち、以下の核関数を定義する：

� � µ,�o¸b�I�pº$��Ó � � µ,�o¸b�I�P� Ï : " ² º#Ó Èµ�" ² º°DGFIHH Ï DGFIHH
ª ÈK«,�o¸b� ��¬  D!F°H µ DGF�H µ�È ª ÈK«,�o¸b� � ¬ º�¸

� �¡ µ < ¸ < �pº$��Ó � �¡ µ < ¸ < �¡� Ï : " ² ºÚÓMÈoµ�" ² º  D!FIHH �·¡ µ <�< �pº  DGFr¥H µ �I 	�b� Ñ ¡ µVð : <�< � º õ
すると、定理ＢとＣの特別な場合として、以下の結果が得られる。

定理 ¸¹�,
�� ユニタリ作用素 Ï � µ õ ÖCºÜ� ÐÒÑ µ % � º ì ÐTÑ µ % � º はº � Ð Ñ µ % � º ì Ð Ñ µ % � º�¸ �úïì �
÷ � � � µ,�o¸b�I�pºn��µ,�I� º ó¶ð µ*�E�pº µ ô ä�È�º

² È



で定義される積分変換に一致する。��� もし、 � が球面調和関数 � [» �¡cµEØ��� ' º]µ ¢ Ó ü ¸ ² ¸�á�á�á+º�¸
によって、

��µ < í ¸ < º¶Ó� µ < º � µ¡íÒº なる形に変数分離されているとき、積分 .6¼	�½�¾� は、一変数の積分：º ¡ � Ð Ñ µ % � º ì Ð Ñ µ % � º�¸ ��µ < í ¸ < ºÝïì � µPí�ºCµEº ¡ � ºCµ < º µ ô ä ï º
として表される。ここで、作用素

º ¡ � Ð Ñ µ�µ ü ¸��mº�¸ < �� 	� ó < º ì Ð Ñ µ�µ ü ¸��mº�¸ < �� �� ó < º は、
µEº ¡ � ºCµ < º���Ó � �Ö � �¡ µ < ¸ < � º � µ < � º < � �� �� ó < � µ ô äÄðUº

で定義される。º ¡ は、核関数 � �¡ µ < ¸ < � º の形から本質的には ö ë�÷ é-åpÜaéà��TÜ ù�ù Üaß 変換であることに注意
する。

同じような積分公式が Ð Ñ µ %  º（ %  は過去錐）上のユニタリ作用素 Ï  µ õ Ö�º や、Ð Ñ µ % º2ù
ÐÒÑ µ % � º v ÐTÑ µ %  º 上のユニタリ作用素 Ï µ õ Ö8º についても証明できる。
最後に、定理Ｄから直接導かれる系を紹介してこの解説を終わりにすることにする。

õ�ÑÖ Ó ® ��� Ñ から Ï � µ õ Ö�º Ñ Ó å ì が得られるので、
系 ¿ （逆公式と À#ÁÃÂÅÄ�Æ�9�;Ç=6;@Á の公式） �ÌÐÒÑ µ�µ ü ¸��mº�¸ < �� �� ó < º の積分作用素 º

（ .6¼	�t��� 参
照）は位数 � である、すなわち、 º の逆作用素は単にº  ' ÓÈº
で与えられる。さらに、

º
はユニタリである：É º�� É�Ê H � ÷ � ¢ Ó É � É�Ê H � ÷ � ¢ ¸ � [ Ð Ñ µ % � º õ

系 Ë （ ÌÍ<>Îª=�ÏN;Ç=�ÐNÑÒ;�Ó�Ó¬;@Á 変換に対する逆公式 Ô�À#ÁÃÂÅÄ�Æ�9�;@=6;@Á の公式） �Õ¢ Ó ü ¸ ² ¸�È1¸�á�á�á
とす

る。 Ð Ñ µ�µ ü ¸��mº�¸ < �� �� ó < º 上の積分作用素 º ¡ .¬.6¼	�ÃÖ·� 参照 � は位数 � のユニタリ作用素であ
る。したがって、 º  '¡ ÓÈº ¡ ¸É º ¡ � É Ê H �P� Ö Î � ¢¥Î £ D!FÅ¥6× £b¢ Ó É � É Ê H �¡� Ö Î � ¢�Î £ D!Fr¥�× £{¢ ¸ � [ Ð Ñ µ�µ ü ¸��mº�¸ < �� �� ó < º
である。

注意 �	� 系Ｆ中の主張 º  '¡ ÓÈº ¡ は、積分公式� µ < º < DGFr¥H ÓAð � �Ö ± � �Ö � µ < �pº < � DGFr¥H µ �� 	�b� Ñ ¡ µVð : < � < � � º ó < � ² µ �� ��b� Ñ ¡ µVð : <°< � � º ó < ���
²�ï



と同等である。これは、 Ë:Ø¾Ùæ¼�¿Pº¶¼LÚ��~ºÜÛ¬ÛmºÜÝ 変換の再帰公式（ ý ² � ÿ,�  ² ðKä ï µ ï º 参照）Þ µ Ò º%Ó � �Ö ± � �Ö Þ µPÚoº µ ³ µPÚàßUº�Ú ó Ú ² µ ³ µEß Ò ºnß ó ß õ
に相当する。

注意 á·� Û1ÜCÝWÞ?ß�àIÛ1áâÞ?ßiÜ�à�ãäÜaåpß 表現の場合には、 º に対応する作用素は実質的に ö ë�÷ é-åiÜaé 変換â
であり、系Ｅ（逆変換と

� ßpÞ?íoègáoÜaé-ÜCß の公式）に相当するのは次のよく知られた事実で
ある： â Ó Ó å ì ¸â

はユニタリ作用素。

（メタプレクティック群 ÙÕ ·FµV×�¸�Ø%º において、õ Ö に対応する元は位数 ð
であることに注

意する）。
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