
ダイマーと藻類
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ダイマー
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は化学における二量体を指す．ダイマーや極性のある分子の統計力学的な模

型として 5 色グラフとその上のダイマー配置が長年にわたって研究され、様々な対象と関わりの
ある興味深い問題であることが知られている．詳しくは本講究録の高崎金久氏の解説や 687)9�: を参
照されたい．近年、ダイマー模型と超弦理論との関わりが見い出され、一部の理論物理学者の興

味を引いている．その中で注目すべきなのは
+ ,� #�
(;,� </

らによる
���  #4. =/�>�?@0������(BA-CD #(���"'�
	� #(E>

F �
 #4.��	
対応、および G ��(
��(�2 らによる H �I�
A�JLK F 対応の文脈での箙ゲージ理論 ��M!��0/�� �ON ��� N �

�1�;�& � 2;�
の研究であろう．一方、藻類

����" N ���
は理論物理学者の

K;��( N * G ��*%�P��(
(
�=QR�=2 およびS ��$��
によって 6 9�: で導入された概念であり、 � ��"0$���(
��*�����T � ��(; </ および U ��"0�&/�'(
	�,E2 によって 6WV-:

で導入されたアメーバ
����4X E�&Y����

と密接に関係している．また、同じものが Z ��	1	�� � � や F 	10,��
らによってコアメーバ

���) #��4X E�&Y����
と呼ばれ、

K;��( N
ら以前から研究されていたようである．今

回はこれらの話題およびそれに関連した東京大学大学院理学研究科の山崎雅人氏と筆者の共同

研究 687�5 * 7�[<: について解説したい．

\
アメーバとトロピカル超曲面

アメーバは
� ��"0$���(
��*;����T � ��(
 =/

および U ��"0�&/�'(
	�,E2 によって 6WV<: で導入された概念であり、代
数的トーラス

��]�^_�a`
の部分多様体の対数写像

b  Ndc ��] ^ � ` e f_`
g g

�ihkj�l&m&m&m�l�h ` �one ��"0 Nqp hrj p l&m&m&m�l1"0 NPp h ` p �
による像を指す．ここで s は正の自然数である．彼らがアメーバを導入した動機は超幾何級数
の研究への応用にあると思われるが、それ以外にも、 G t"0Yu� � � の第 7�v 問題を始めとする実代数
幾何の問題や、近年注目を集めているトロピカル幾何、そして超弦理論やダイマーを始めとす

る数理物理などへの応用を持つ興味深い対象である．

トーラスの部分多様体としては、
b ��� � ��(��

多項式

w �ihrj�l&m&m&m�l�h ` �yx z
{i|�}W~W~W~ } {0��� {i|�}W~W~W~ } {8�

h {i|j��&�&� h { �`

の零点集合として定まる超曲面
w�� j �����

が基本的である．上の
b ��� � ��(��

多項式
w
に対しその�����.�<�I�

多面体（
���!�.�=�B���y�I�����=�I�y�

）が、 � {i|�}W~W~W~ } { ���
x��
となるような

�i��j�l&m&m&m�l�� ` �D��� ` の集
合の凸包として定義される．

例として、 s x 5 で � �&Q��� #( 多角形が ����l 7 ��*�� 7 l1��� と ��� 7 l&� 7 � の凸包（図 7 を見よ）で与え
られるような

b ��� � ��(!�
多項式の零点のアメーバを  ¢¡�£i¤�¥&¦X¡#£�§�¨�¡ を用いて計算したものを図 5 と
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図 7 c � �&Q©�� #( 多角形
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図 5 c w �ihrl�ª
�yx@h¬«ªP« j
®&¯ の零点のアメーバ
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図 [ c w �ihrl�ª
�yx@h_«�ªr« j
®&¯ « [ の零点のアメーバ

図 [ に示す． これらの図は w � j �����
の上の点を 7 ��*°����� 個選び、それらの対数写像による像を

プロットしたもので、図 [ において縞模様のようになっている部分はアメーバが実際に縞模様
になっているのではなく、単にサンプルとして取った点の密度がその周辺で低くなっているこ

とによる錯覚である．

さて、これらの図を見て気付くことが 5 つある． 7 つは、アメーバのトポロジーは � �&Q��� #( 多
角形のみからは定まらず、

w �ih�l�ª;�
の具体的な形に依存すること、そしてもう 7 つは、アメー

バの「触手」は
w �ihrl�ª
�

の具体的な形に依らず、 � �&Q©�� #( 多角形の辺の外向き法線ベクトルの
向きに伸びていることである．これは一般的な現象で、

b ��� � ��(!�
多項式を与えたときにそのア

メーバのトポロジーを決定することは非常に難しい問題であるが、触手の漸近的な振る舞いは

その � �&Q©�� #( 多角形のみから定まる簡単な記述を持つ．アメーバのトポロジーに関しては、例
えば次のような予想があると筆者は H � N ��	�� F 	10,�� 氏から聞いた： b ��� � ��(!� 多項式に対し、そ
の � �&Q©�� #( 多角形の頂点以外に対応する項の係数が全て零であれば、そのアメーバは単連結に
なる．

アメーバは生物（なまもの）であるが、これを熱帯に持って行って乾燥させることにより、

その骨格
��	�T�'(;�<�

を取り出すことができる．熱帯というと湿度が高そうなイメージがあるが、日

差しが強いので、日向に置いておけばアメーバはたちまち乾燥するのである．これをトロピカ

ル曲線
�i� �  �T�'�&��"��&� � /��<�

と言い、数学的には対数写像の底として ± ではなく正の実数 ² を取っ
て、超離散的極限 ² e´³

を考えることによって得られる．

j
もう少し詳しく説明しよう． µ x·¶¬¸`�¹ j ]º�1� ²

ja» `k���
を
]©��� ² ��� の代数閉包とする． µ の元 ¼ x½�¾�¿<À ¼ ¾ ²

¾
に対し、 p ¼ p x@�)ÁETÂ����4.'(BÃ

�
��Ä p ¼ ¾ �xÅ�EÆ-�

|
こんなことをすると多様体愛護協会 Ç0È&ÉÊÉÌË�Í Î�Î1Ï�Ï�Ï_Ð ÑºÒÓÐ Ô<Õ'ÉÌÖØ×&Ù&Ö=Ð Ú�ÛØÐ Ü�Ë�Î�Ý�×ØÚÓÏ�Ú�ÞÓÔ-ÑºßàÎ1ÒÊË�ÛÓÑqÐ È�ÉÌÑºáàâ からお叱りを受

けそうだが、私はこれまで多様体を、変形したり爆発したりといった虐待行為によって調べてきた経緯もあり、そ

んなことは気にならないのである．
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とおくと、
p � p
は次の公理を満たす：

p ¼ p x � 0$Â��(
�ã #(
"'2ä0$ ¼ x���l � 7 �p ¼Eå p x p ¼ p0p å p l � 5 �p ¼ « å pçæ 4.�-ÁBÃ p ¼ p l p å p Æ#m � [ �

これらの公理を満たす写像
p � p�c µ eèf

を µ の非アルキメデス的ノルムと言う． µ 係数のb ��� � ��(!�
多項式

w �ih j l&m&m&m�l�h ` �O� µ6 hué
jj l&m&m&m=l�h é j` : に対し、 w�� j �����Lêë� µ ^u�a`

の

b  Ndc � µ ^u�a` e f `
g g

�ihkj�l&m&m&m�l�h ` �one ��"0 Nqp hrj p l&m&m&m�l1"0 NPp h ` p �

による像を
w·� j �����

の非アルキメデス的アメーバ ì ���I�kí�îdï-ð�ñ�ò�óô�!õÂ�!öI�÷ö�óô���Eø�öuù
と呼ぶ．

一方、トロピカル曲線は次のようにして定義される．まず、
f
にトロピカル加法 ú とトロピ

カル乗法 û を

� úü
c x 4.�-ÁuÃ

�
l ü Æ#l

� ûü
c x

�
« ü

で導入したものをトロピカル半環（または
4ý�-Á!þÌT�"t�
	

代数）という．上で与えられた
b ��� � ��(!�

多項式
w
に対し、対応するトロピカル多項式を

w ÿ ����� �ihrj&l&m&m&m=l�h ` � x �
{ | }W~W~W~ } {8�

"0 N�p
� { | }W~W~W~ } {8�

p û h�� {i|j û �&�&� û h � { �`
x 4.�-Á{i|�}W~W~W~ } { � Ã="0 N�p � {i|Ó}W~W~W~ } { �

p «ô��j1hkjÂ« �&�&� « � ` h ` Æ

で定義する．
w ÿ ����� は f `

上の区分線形関数を定めるが、この関数が微分不可能な点の集合の
f `

における閉包を
w�ÿ �	��� （または w

）の定めるトロピカル超曲面と呼ぶ．次の定理は 
 '(
	1'���
"0� � 、����T � ��(; =/
および

b '(
�
による：

定理 ��ì������� ñr�E��ï-�Eó ����������� ù � w �x��
の時、

w
の定める非アルキメデス的アメーバとトロピ

カル超曲面は一致する．

例として、
w �ihrl�ª
�yx h « ªD« j

®&¯ « [ xÅ�
と
w �ihrl�ª
�_x@h «�ªD« j

®&¯ « ² x��
に対するトロピカ

ル曲線を図 9 と図 V に与える．例えば図 V は 4.�-ÁBÃ�hrl�ªBl&�©h��¢ªBl 7 Æ という関数が微分不可能な
点を表している．

さて、アメーバとトロピカル曲線の関係は次のようなものである：正の実数 ² が与えられた
とき、実数の集合

f
に新しい加法 ú�� と乗法 û�� を

h ú�� ª x "0 N � � ² ® « ² ¯ �h û�� ª x hX« ª

で定義すると、正の実数でパラメトライズされた半環の族ができる．しかも、任意の ² に対
しこの半環は

h·ne ² ® によって正の実数のなす半環 f��
と同型であるが、 ² e ³

において

[



図 9 c w �ihrl�ª
�yx@h%«.ª�« j
®&¯ « [ に対する w�� j �����

の非アルキメデス的アメーバ

図 V c w �ih�l�ª;�_x�hR«dª�« j
®&¯ « ² に対する w�� j �����

の非アルキメデス的アメーバ

h ú�� ª e 4.�-ÁuÃ�hrl�ªIÆ
なので、半環

f �
の「古典極限」としてトロピカル半環を得ることができ

る．これを � ��	1"' =/ の脱量子化（ �;��ME�
��(��1'�����10 #( ）と言う．
さて、

w � �ihkj&l&m&m&m=l�h ` � � ] 6 h é jj l&m&m&m<l�h é j` l ²a: に対し、 b  N � � w � j� �������
は ² eè³

で
w � j� ����� ê

� µ ^ � `
の非アルキメデス的アメーバに G ���
	1�
 ��� 収束することが知られている（ � ',E�
��"',E'( 6! <: *" �
"'" N$#� � �
）．ただし、

f `
の部分集合の G ���
	1�; ��� 収束は次の G ���
	1�; ��� 距離によって定義さ

れる： % ��& l('.�yx�4.�-ÁBÃ=	1�;T¾&¿*) % � � l('.��l1	1�
T+ ¿*, % ��& l ü ��Æ#m
この事実をもって、アメーバの超離散極限はトロピカル曲線であると言う．例として、図 v にw �ihrl�ª
� x hä«@ªX« j

®&¯ « [ x �
の
�ihrl�ª
� ne ��"0 N � p h p l1"0 N � p ª p � による像を、図 - に w �ih�l�ª;� x

h�«ôªP« j
®&¯ « ² x��

の同じ写像による像を示す．ここで、前者では
w
の定義方程式に ² が現れ

ないので、² を変えると単に図が縮小されるだけなのに対し、後者では w
の定義方程式に ² が

現れるために、 ² を変えると像の相似類が変わることに注意．この図から、これらのアメーバ
がそれぞれ図 9 および図 V にあるトロピカル曲線に近付いていることが見て取れる．

.
藻

アメーバは対数写像による
��]�^_�a`

の部分多様体の像であったが、ここで対数のかわりに偏角

b  Ndc ��]�^_�a` e / x f `�0-�L`
g g

�ihkj�l&m&m&m�l�h ` �one 7
5*1 ��� �1N hkj&l&m&m&m=l1� �1N h ` � � 9 �

を考えたものを藻
����" N ���

という．藻という言葉は
K;��( N > G �Ø>!�P��(
(
�=QR�=2#> S ��$�� によって 6 9�: で導

入されたのだが、同じ対象はそれ以前からコアメーバ
���) #��4X !�&YI���

と呼ばれ、Z ��	�	1� � � や F 	10,��
などの数学者によって研究されていたようである．例として、 � �&Q��� #( 多角形が図 7 で与えら
れるような

b ��� � ��(��
多項式の零点の藻を  ¢¡�£i¤�¥&¦X¡#£�§�¨�¡ を用いて計算したものを図 2 と  に示

す．ここで、アメーバが綺麗になる右の
w �ih�l�ª;�

に対しては藻は綺麗にならない一方、アメー

バがある意味で退化してしまう左の
w �ih�l�ª;�

に対して藻は非常に整った形をしていることに注

意．この違いは、アメーバと藻が（複素の）対数写像による像をそれぞれ実部と虚部という違

う方向へ射影したためであると考えられる．アメーバが実代数幾何に応用を持つことを考えれ

ば、藻から見えるものは
w � j �����

の「虚代数幾何」であると言えるかもしれない．
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図 v c w �ihrl�ª
�ºx hý«ª « j
®&¯ « [ x �

の
�ih�l�ª;�ºne ��"' N � p h p l1"' N � p ª p � による像 �

左が ² x [ 、右が
² x 7 ��� ．
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図 - c w �ih�l�ª;�ºx h.« ª « j
®&¯ « ² x �

の
�ihrl�ª
�ºne ��"0 N � p h p l1"0 N � p ª p � による像 �

左が ² x [ 、右が
² x 7 ��� ．
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図 2 c w �ihrl�ª
�yx@hX« ªP« j
®&¯ の零点の藻

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

図  c w �ihrl�ª
�_x@h¬« ª�« j
®&¯ « [ の零点の藻
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さて、以下では s x 5 に限定して藻の形について詳しく考察しよう．図 2 を見る限りではh�«ôªP« j
®&¯ xÅ�

の藻の境界は直線からなるように見える．また、図  においては、藻の境界は
直線と曲線からなるように見えるが、少なくとも図 2 の境界にあたる直線は図  の藻の閉包に
含まれている．しかも、これらの直線の傾き

� 7 l 7 ��*Â��� 7 l 5 ��*r� 7 l&� 5 � は対応するトロピカル曲線
の触手の傾きと等しい．少し考えると、その理由は次のようなものであることが分かる．w

を 5 変数 b ��� � ��(!�
多項式、3 をその � �&Q©�� #( 多角形とする．3 の辺 ± に対し ± の外向き法

線ベクトルを s54 ���76 とおき、 894 を3 x;: 4 Ã=< � f 6 p?> s54 l�<A@ æ 8	4 Æ
を満たす自然数とする．ここで、

> � l � @
は
f 6
の標準内積である．この時、 ± に関する w

の主要

項
w 4 を w 4 �ihrl�ª
�yx zB `*C }!Dà{i} EGF9H ¹JIKC � {LE h { ª E

で定義する．実際、この項は

�ih�l�ª;�yx���M ` CON | � ��P!��l�M ` CQN R � ��S_����l M¬� f � ��(
�TP;lUSô� f 0��ql
とおいて

M e´³
という極限を取るときの主要項になっている；

w �ih j l�h 6 �_xVM IKC zB ` C }!Dà{i} EGF9H ¹JI C � {LE � �i�QPD«XWYS���«[Z.��M ILC � j ��m
但し、 s54 x·� s54 } j&l s54 } 6 �R���76 および � �ih��_x@�)Á�T�� 5*1�\ � 7 h�� とおいた．
さて、

w
を適当にとって、 3 の任意の辺 ± に対しその主要項 w 4 が 5 項式であり、適当な] l�^¢� f 0-� と �

�
j l ü j ��l=� � 6 l ü 6 �R�`_ に対しw 4 �ih�l�ª;�yx � � ] �ah ¾ | ª +�| « � ��^Â�ah ¾ R ª + R

となっていると仮定しよう．すると、
�ihrl�ª
�yx·��M�` CON | � ��P!��l�M�` CON R � ��S_����laM e´³

という極限におい

て、
w
の零点は � � ] « � j(P�« ü jbS_�k« � ��^ä« � 6 P�« ü 6 S_�yx�� � V �

で与えられる．従って、この極限で
� V � の解の偏角写像 � 9 � による像は

� ] �c^Â�k«Å�
�
j �

� 6 �dPD«Å� ü j � ü 6 �eS�x 7
5

4X �� �qm � v �

で定義されるトーラス
/ x f 6f0-�76

上の直線に漸近する．この直線の傾きが辺 ± の法線ベクトル
で与えられることに注意．同様のことは

w 4 がより一般の形をしている場合にも成立する．こ
のような直線を藻の漸近境界と呼ぶことにしよう．アメーバの触手の傾きが ± の法線ベクトル
で与えられるのも同様の理由である．

さて、藻の漸近境界が � �&Q©�� #( 多角形の辺の法線で決まる向きを持った直線になることは分
かったが、図  を見れば分かるように、一般に漸近境界は真の境界には一致しない．ところが、
� �&Q©�� #( 多角形 3 が三角形の時には、漸近境界が真の境界に一致するような w

が存在するの

である．しかもこの時、漸近境界はトーラスを三角形と六角形に分割し、藻はそこに現れる三

角形の内部と頂点からなる．さらに著しいことに、偏角写像はそれぞれの三角形の内部（の逆

像）に制限すると微分同相写像になるのである．これらのことを定理として述べておこう：

v



定理 �J� 格子三角形 3 に対し、その頂点に対応する単項式の和を whg
とおく（従って、

whg
は

[ つの項からなる b ��� � ��(!�
多項式である）．この時、 3 の面積の 5 倍を i とおくと、 w � jg �����

の藻は偶数個の開三角形
Ãkj { Æ6(l{ ¹ j とその頂点 Ãm { Æn(l{ ¹ j の和集合になっており、しかも偏角写像

はそれぞれの開三角形の逆像に制限すると微分同相を与える：

H ��Nqp o �	prq | Dtsfu	F c H �1N � j �Oj { �wve j { $� � ��x 7 l&m&m&m=l 5*i m
一方、任意の

�Âx 7 l&m&m&m<l [*i に対し H �1N �
j ��m { � は開区間と同相である．また、 w � jg �����

の藻の漸

近境界と真の境界は一致する．

さらに、
w � jg �����

の藻の漸近境界は 3 の辺の外向き法線ベクトルで定まる向きを持つが、こ
れがそれぞれの三角形

j { *B�%x 7 l&m&m&m=l 5*i の境界に向きを定める（つまり、 j { の境界に沿って
整合的になる）．そして、この向きが偏角写像を H ��N �

j �Oj { � に制限して得られる微分同相写像
が向きを保つかどうかを決めている．隣接する（つまり、頂点を共有する）開三角形の境界に

は異なる向きが入ることが容易に分かるので、三角形の頂点の近傍における偏角写像の振る舞

いは、図 7 � にあるように捻ったリボンを射影している感じになる．

H ��N

図 7 � c 藻の頂点付近での偏角写像の振る舞い
上の定理の証明について述べる前に、例をいくつか議論しよう．まず、最も単純な格子三角

形として、
����l1����*Â� 7 l1��� および ����l 7 � を頂点とする面積 7 0 5 の三角形 3 j を考える（図 7�7 ）．こ

の場合には whg | �ihrl�ª
�yx 7 «h¬« ª
であり、

w � jg | ����� の漸近境界は � v � によりxyyyyyz yyyyy{
P x 7

5
l

�|P�«}S x 7
5
l

�~S x 7
5

で与えられる．これを図示すると図 7�5 のようになり、定理 5 により w � jg | ����� の藻は図 7�[ で与
えられる事が分かる．図 7�5 で漸近境界に描かれた矢印は � �&Q©�� #( 多角形の外向き法線ベクト
ルから定まる向きを表している．この図を見ると、この漸近境界の向きが各三角形の境界に向-



図 7�7 c 最も簡単な三角形 3 j
図 7�5 c w � jg | ����� の藻の漸近境界

jOj
j 6

m-j
m n

m 6
図 7�[ c w � jg | ����� の藻

jOjj 6 m-j
m 6

m n

図 7)9 c w � jg | ����� の形
きを定めており、しかも確かに隣接する三角形（といってもこの場合には全部で 5 つしか三角
形はないが）には異なる向きを定めていることが分かる．偏角写像が三角形の頂点の近傍で図

7 � のように振る舞うことから、図 7�[ と図 7�5 を見ることで w � jg | ����� が位相的には jOj
と
j 6 の

頂点を線分にふくらませて、捻って繋ぎ合わせた図 7)9 のような曲面（穴の [ つ開いた球面と
同相）になることが分かる．実際、

w � jg | ����� から h
平面への射影を考えると、これは単射で像

は
] ^�� Ã#� 7 ÆPx�� j � Ã#� 7 l1��l ³ Æ

になることが直ちに分かり、しかも
j%j
および

j 6 はそれぞれ
上半平面及び下半平面に、また

m-j&*?m 6 および m n は開区間 ��� ³ l&� 7 ��*k��� 7 l1��� および ����l ³ �
に対

応していることもすぐに分かる．詳しくはこの節の後の議論を見よ．

さて、次にもう少しだけ複雑な例として、
����l1����*Â� 5 l1��� および ����l 7 � を頂点とする三角形 3 6

の場合を考えよう（図 7�V ）．この時
whg R �ihrl�ª
�yx 7 «h 6 « ª

であり、この場合の漸近境界は先ほどと同様にしてxyyyyyz yyyyy{
5 P x 7

5
l

� 5 P�«}S x 7
5
l

��S x 7
5

� - �
で与えられる事が分かる．これを（向きもいれて）図示すると図 7�v のようになる．ここで先ほ
どと違い、

� - � の一番上の式は 5 本の直線を定義することに注意．これは対応する � �&Q��� #( 図2



図 7�V c 三角形 3 6
図 7�v c w � jg R ����� の藻の漸近境界

j%j

j 6

m-jm 6
m n m��

mr�mr� j n
j �

図 7- c w � jg R ����� の藻

j j
j 6m j

m 6
m n
m �m �
mr�

j n
j��

図 7=2 c w � jg | ����� の形
形の辺が原始的でないことに由来している．対応する藻は図 7- で与えられ、これから先ほど
と同じ手順で

w � jg R ����� の同相類（穴の 9 つ開いた球面になる．図 7=2 を参照）を決定すること
もできる．

さらに、これまでに何度か登場した

w �ihrl�ª
�yx@hX« ª�« 7h�ª
の場合を考えよう．これは図 7= で与えられる 3 n （ � 7 l1����*�����l 7 � および ��� 7 l&� 7 � を頂点とする
三角形）に対する

whg��
になっており、これまでと同じ手順で漸近境界と藻を求めるとそれぞ

れ図 5 � および図 5�7 のようになる．この時 w � jg�� �����
は [ つ穴の開いたトーラスになっており、

その展開図を、藻のどの部分に写像されるかに注意して描くと図 5�5 のようになる．
さて、定理 5 は次のようにして証明される． w�� j �����Lêë��]�^_�d6

は
w �ih�l�ª;�

に
h
と
ª
の単項式

をかけても変わらないので、
w �ihrl�ª
�

を構成する [ つの項のうちの 7 つは 7 であると仮定して
も良い（これは � �&Q©�� #( 多角形を平行移動して 7 つの頂点を原点に持ってくることに対応して
いる）．この時、 w �ih�l�ª;�_x 7 « h

¾ ª + « h��Óª��
と書いて、整数を成分とする行列を � x�� � ü� %��

で定義すると、
����l1���

、
�
�
l ü � および � � l % � の

凸包 3 が三角形である（つまり、つぶれて直線になっていない）ことから �
�&� � �x��
が成り立 



図 7= c 三角形 3 n
図 5 � c w � jg�� �����

の藻の漸近境界
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図 5�7 c w � jg � �����
の藻
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図 5�5 c w � jg�� �����
の形
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つ．さて、行列 � が定める � 6
から

� 6
への線形写像も同じ � で表すと、これに ] ^

をテンソ

ルしたものは次の
��]�^_�d6

から
��]�^_�d6

への写像を定める：����� ] ^ c ��] ^ � 6èe ��] ^ � 6
g g

�ihrl�ª
� ne �ih ¾ ª + l�h � ª � ��m
従って、 ��� � ]�^ が偏角に引き起こす写像は ��� � f c f 6 e f 6

を
4X ��ã�

で考えたもの � に
なる： � c f 6f0-�76 e f 6f0-�76

g g
��P
lUS�� ne �

�
P�« ü SOl � P�« % S_��m

一方、定義から whg �ihrl�ª
�yx whg |$� � ����� ] ^ �)�ihrl�ª
�
なので、

w � jg �����
の藻は

w � jg | ����� の藻を � で引き戻したものになる：
H �1N � w � jg �������yx � � j � H �1N � w � jg | ����������m

このことから、定理 5 の証明は 3 x 3 j の場合に帰着される．そこで、 w � jg | ����� の藻や偏角写
像の振る舞いを考察しよう．定義から

w � jg | �����%xëÃ!�ih�l�ª;�L�ô��] ^ � 6 p ª.x�� 7 ��hrÆ

である．従って、
P x�� �1N h

を固定した時
h
の取り得る値は

M��÷�
に対し

MÂ�)Á�Tr��P!�
であり、

M
に

対して
S xë� �1N ª

は一意的に決まる．ここで
����P�� 1 の時には、 M を �

から無限大まで動か

すと
S
は狭義単調に増加し、

"'t4�(��� S�x�� 1 l "t'4��� ¸ S�xVPq� 1
である．同様にして、

� 1 �VP ���
の時には

M
を
�
から無限大まで動かすと

S
は狭義単調に減

少し、 "t'4�(��� S�x 1 l "t'4��� ¸ S x�PD« 1
である．一方、

P�x �
の時

S
は
M
の値によらず 1 であり、 P�x 1 の時は �w�¡M¢� 7 の時 S¢x 1 *

7 �¡M
の時

S�x@�
である．このことから

w � jg | ����� の藻が図 7�[ で与えられることが分かり、定理
5 が証明される．

£
藻からブレーンによるタイル張りへ

まず言葉を少し準備をする． ¤ を実 5 次元の滑らかな曲面とした時、 ¤ 上のグラフとは �
上

の有限個の点の集合 ¥ とそれらを結ぶ曲線の集合 ¦ の組 � ¥ l ¦ � を指す．ただし、 ¤ 上の曲線
とは閉区間 6 ��l 7Ø: からの滑らかで単射な写像 � c 6 ��l 7Ø: e ¤ の像 � � 6 ��l 7Ø: � を指し、この時 � � 6 ��l 7Ø: �
は � ����� と � � 7 � を結んでいると言う． ¤ 上のグラフ � ¥ l ¦ � に対し、 ¥ の元を頂点、 ¦ の元を辺
と呼ぶ． � 色グラフとは ¤ 上のグラフで、頂点の集合 ¥ が 5 つの部分集合 'äl w ê ¥ の非連

7�7



結和
'¨§ w

の形に書かれ、しかも任意の辺が
'
の元と

w
の元を結んでいるものを指す．こ

の時、
'
の元を黒い頂点、

w
の元を白い頂点と呼ぶ．つまり、 5 色グラフとは頂点が白と黒の

5 色に塗り分けられ、辺は必ず違う色の頂点を結んでいるようなものを指す（一般に、頂点の
集合を上のような性質を持つ 5 つの部分集合の非連結和に分けることが出来るグラフを 5 部グ
ラフ（

Y�0T�� � �10��� N�� ��T��
）と呼ぶ．従って、 5 色グラフは 5 部グラフの頂点の色分けを 7 つ指定

したものを指す）．

さて、3 を格子三角形とし、対応する b ��� � ��(��
多項式

whg
の零点の藻 H �1N w � jg �����

を考える．

藻の住んでいるトーラス
/ x f©6 0-� 6

の向きを適当に選んで、藻を構成している三角形のうち

で、偏角写像のそこへの制限が向きを保つものを白、向きを裏返すものを黒と呼ぼう．そして、

白い三角形の内心に白丸を、黒い三角形の内心に黒丸を置き、隣接する三角形の内心どうしを

辺で結ぶと、トーラス上の 5 色グラフを得るが、こうして出来る 5 色グラフのことをブレーン
によるタイル張り ì øÂï-ö��r� �<ò��iò��«ª�ù と呼ぶ．例として、 3 j&* 3 6 * 3 n から得られる 5 色グラフを
それぞれ図 5�[ * 図 5-9 * 図 5�V に示す．藻から 5 色グラフを得る上の操作はアメーバからトロピカ
ル曲線を得る操作と同様の「骨格を取り出す」操作と考えることが出来るので、スローガンと

してはブレーンによるタイル張りはトロピカルな藻であると言うことができよう．

図 5�[ c 3 j に対応する 5 色グ
ラフ

図 5-9 c 3 6 に対応する 5 色グ
ラフ

図 5�V c 3 n に対応する 5 色グ
ラフ

¬
ブレーンによるタイル張りと関係付き箙

箙 ì�5® ò	¯I�Eï#ù とは辺に向きの入ったグラフのことであり 6 、形式的には頂点 �i/�� � ���)Á��
の集合¥ 、矢印 ��� �1�  <Q��

の集合
&
、それに矢印に対しその始点

��	� #� � �)�<�
及び終点

�i�1� ��N �&���
を与える

5 つの写像 ° l ² c & e ¥ の組 � ¥ l(& l ° l ² � として定義される．通常は ¥ と &
がともに有限集

合の場合を考え、具体例としては ±  � �
��( 箙（ ¥ x Ã=²!j&Æ
、
&çx Ã

�
j&Æ
、 ° � � jØ��x ² � �

j�� x³²Ej
と

なる箙．図 5�v を見よ）や � �  #(;����,�� �
箙（ ¥ xçÃ=²Ej�l�² 6 Æ 、 & x Ã

�
j�l
� 6 Æ 、 ° � � jØ�Px ° � � 6 �Px³²Ej

、

² � �
jØ�_x ² � � 6 �_x�² 6 となる箙．図 5�- を見よ）などがある．
箙が与えられるとその道代数と呼ばれる非可換な環が次のようにして定まる：箙の上の道と

は矢印の列
�
� `
l
� ` �

j�l&m&m&m�l
�
jØ�
で、それぞれの矢印の始点が 7 つ手前の矢印の終点になってい

る（すなわち、
�Rx 7 l&m&m&m<l s � 7 に対し ° � � { � j��ºx ² � � {

�
となる）ものを指す．この時の s を道�

� `
l
� ` �

j�l&m&m&m=l
�
jØ�
の長さという．また、ある頂点から始まってその頂点で終わる長さ

�
の道も

考える．箙の道代数 ì �Âö;�<ñ ö���ª��EøÂï<öuù とは、全ての道の集合を基底とするベクトル空間に、道R
箙について詳しくは中島啓氏の解説 È&ÉÊÉÌË!Í ÎØÎ�Ï�Ï�Ï_Ð Ñ©Ú�ÉÌÈ!Ð ×&Ù&Ö�ÉÌÖ�ÕtÔ!Ð Ú�Û�Ð ÜiË�Î&Ýe´�Ú�×ØÚ�Ü�ß°Ñ©ÚØÎUµe¶<ßL·3Ú1Õ°Ü�Ð È&ÉÌÑºá を参照のこと．

7�5



²Ej
�
j

図 5�v c ±  � �
��( 箙
² 6

� 6
²Ej �

j

図 5�- c � �  #(;����,�� � 箙
の合成によって積構造を入れた代数である：

� üb¸ l&m&m&m<l ü jØ� � � � ` l&m&m&m=l � jØ�_x xz { � ü ¸ l&m&m&m<l ü j l � ` l&m&m&m<l � j � ° � ü j �yx ² � � `
�
の時

l
�

その他
m

長さ
�
の道はこの代数の冪等元

��'�;��4.TB �����(!���
を与える．箙 ¹ が与えられたとき、その道代数

を
] ¹ で表す．例えば図 5�v に与えられた ±  � ����( 箙の道代数は一変数の多項式環 ] 6 h : であり、

この環の乗法の単位元 7 は長さ �
の道に、

h
はただ 7 つの長さ 7 の道に対応している．また、図

5�- に与えられた � �  #(;���1,�� �
箙の道代数は ± j�* ± 6 * � j�* � 6 を基底とするベクトル空間に ± 6 j x ± j�*

± 66 x ± 6 かつ
�
j ± jRx ± 6 � jRx �

j&l
� 6 ± jRx ± 6 � jOx � 6

で、残りの積は全て零になるような積構造を入れた環になる．ここで、 ± j&* ± 6 はそれぞれ頂点²Ej
および

² 6 に対応する長さ �
の道で、この環の単位元は ± jÂ« ± 6 になる．

箙 ¹ とその道代数 ] ¹ の両側イデアル º の組 � ¹ l º � を関係つき箙 ì�5® ò9¯B�!ï �dò��<ñ�ï-�E�iö;�-ò��B�$»�ù
と言う．関係つき箙

� ¹ l º � の道代数とは、箙の道代数をその関係で割って得られる代数 ] ¹ 0 º
を指す．

向き付けられた曲面 ¤ 上の 5 色グラフ ��'c§ w l ¦ � が与えられたとき、次のようにして関係つ
き箙

� ¥ l(& l ° l ² l º � を作ることができる：頂点の集合 ¥ は ¤ におけるグラフの辺の補集合 ¤ � ¦
の連結成分とし、矢印の集合

&
はグラフの辺の集合として定める．矢印 �

�`&��Ìx ¦ � に対しそ
の始点 ° � � � および終点 ² � �

�
は、� をグラフの辺と思ったときにそれぞれその右側および左側に

ある連結成分として定義する．ここで、 5 色グラフの辺の向きは白から黒に向かうものとして
定める．任意の矢印 �

�~&
に対し、その終点 ² � �

�
から始点 ° � � � に至り、 � を 5 色グラフの辺

と見たときの境界の白い頂点を正の向きに回る経路 ¼ � � � � と、黒い頂点を負の向きに回る経路¼ � � � � が定まる．ここで、全ての矢印 �
�A&
に対しその箙の道代数の元 ¼ � � � �Â� ¼ � � � � で生成

される両側イデアルを º と置くと、この箙と º の組が与えられた ¤ 上の 5 色グラフに対応す
る関係つき箙となる．これらの規則を図で表すと図 5k2 のようになる．ここでは 5 色グラフの
辺を点線で書き、箙の矢印を実線で書いた．図 5k2 には 9 つの領域（すなわち箙の頂点）とそれ
らを結ぶ V 本の矢印があり、矢印の向きは 5 色グラフの頂点の色によって決まっている．関係
式はそれぞれの矢印ごとに存在するが、例えば � の矢印に対しては、¼ � � � �%x ü � 、¼ � � � �%x %

±
となり、 ü � � % ± という関係式が生じる．
具体例として、 3 j&* 3 6 * 3 n に対応する箙をトーラスの上に 5 色グラフの図と重ねて描いた
ものと、抽象的に箙として描いたものを図 5k から図 [-9 に示す．関係式は、例えば 3 j に対応
する箙に対しては º x·�

� n � 6 � � 6 � n l � j � n � � n � j�l � 6 � jy� � j � 6 ��l
7�[



�ü

�
%
±

図 5k2 c 関係式3 6 に対応する箙に対してはº x�� ü n ü 6 � � 6 ü n l ü j � n � ü n � j�l � 6 ü j�� ü j ü 6 l � n � 6 � ü 6 � n l � j ü n � � n ü j&l ü 6 � jy� � j � 6 ��l
となる．

½
ダイマー配置と一般化された ¾�¿|À¢Á�Â 図形

これまでの話のおもちゃとして、 7 次元の藻を議論する．特に、この場合のダイマー配置がÃ  #�
( N
図形と関係し、その一般化として前節に現れた 5 次元の場合のダイマー配置が [ 次元のÃ  #�
( N
図形と関係することを見る．最後に、このダイマー配置はトーリック

JL��"'��Y�8þ Ã ���
多様体

の
���  #4X =/!þÌ?@'������(

不変量や
C� #(
��"'�
	1 #(�þ F �; #4.��	

不変量との関係が期待されることを述べたい．

任意の 7 変数 b ��� � ��(��
多項式は適当な自然数

<
と s 及び複素数 � {

*;��x �Ä<�l&m&m&m�l s によって
w �ihu�yx � � ¸h ¸ « � � ¸ � jh ¸ � j « �&�&� « � �

j
h «

� � « � j�h.« �&�&� «
� `
h `

と表される．さらに � {
*B�Rx �Ä<�l&m&m&m�l s が十分一般であって、 w�� j �����

は s «[<
個の相異なる

偏角を持つ点からなると仮定すると、
w�� j �����

の藻は円周上に並んだ s «[<
個の点からなる．

この場合の偏角写像は有限個の点の集合から有限個の点の集合への全単射であり、 5 次元の場
合のように向きを保つとか保たないなどと言うことは意味をなさない．また、既に骨格だけに

なっているので、改めてグラフを考えたりする必要もない．この藻に対し図 [�V のようにして
箙を定義する．ここで、箙の頂点は藻によって s «c< 個に分割された円周の各区間（すなわち
連結成分）に対応しており、それぞれの区間からは隣接する区間に矢印が一本ずつ伸びている．

さて、上の箙の全ての隣接する 5 つの頂点に対し、それらを結ぶ 5 本の矢のうちの片方を選
択したものをダイマー配置と呼ぶことにしよう．さらに、ダイマー配置に対してその高さ関数

の変化（
ñ��Eò�ªBñB�¬ð�ñ�ö��$ªI�

）を、正の向き（反時計回り）の矢の数から負の向きの矢の数を引い

たものとして定義し、分配関数をÅ
�ihu�_x z

ダイマー配置

h 高さの変化

と定めると、
Å
�ihu�yx·� 7 « hu� ¸ � `

7)9



² j �
j� 6

� n
図 5k c 3 j に対応する箙

² j �
j � 6 � n

図 [ � c 図 5k から箙だけを取り出したもの
²Ej

�
j� 6

� n
ü j

ü 6
ü n
² 6

図 [�7 c 3 6 に対応する箙

²Ej �
j

� 6
� n
ü j

ü 6
ü n ² 6

図 [�5 c 図 [�7 から箙だけを取り出したもの

図 [�[ c 3 n に対応する箙 図 [-9 c 図 [�[ から箙だけを取り出したもの

図 [�V c 7 次元の時の箙

図 [�v c 対応する普遍被覆

7�V



図 [�- c 7 次元の場合のダイマー配置と Ã  #��( N
図形との対応

となる．ここで、

Å
�ihu�
の � �&Q©�� #( 多面体 6 ��l�< « su: は平行移動を除いて w �ihu�

の � �&Q©�� #( 多面
体 6 �Ä<�l su: と一致することに注意．後で見るように、同様のことが 5 次元でも成立する．
さて、

Ã  #��( N
図形との関係を見るために、図 [�V の普遍被覆のダイマー配置を考えよう．普

遍被覆は図 [�v のようになり、その上のダイマー配置は一列に並んだ箱の中に白玉と黒玉を適当
に配置することと同じである（例えば白玉を右向きの矢、黒玉を左向きの矢に対応させれば良

い）．ここで十分左にある全ての箱には黒玉を、十分右にある全ての箱には白玉を入れるとい

う境界条件を課すと、そのような玉の配置が
Ã  #�
( N

図形と 7 対 7 に対応することは良く知られ
ている．この対応を具体的に与えるには、次のようにして定まる高さ関数（

ñr��ò�ªIñB�ÇÆ ® �rð��-ò��B� ）
を考えれば良い．図 [�v の箙の頂点の集合を f

の格子点の集合
�
と同一視すると、与えられた

ダイマー配置に対して
f
上の区分線形関数 å が、È å は fÉ� �

で滑らかÈ å �i�u« 7 �Â� å �i�Ó�%x
xz { 7 �

番目と
��« 7 番目の間の矢が右向きの時� 7 �

番目と
��« 7 番目の間の矢が左向きの時È p h p

が十分大きいとき å �ih��%x p h p
という [ つの条件でただ 7 つに定まる．これをダイマー配置の高さ関数と呼ぶ．すると、関数h�ne p h p

と å �ihu� で挟まれる領域はいわゆる「ロシア式」の Ã  #�
( N
図形になる（つまり、これ

を負の向きに 9�V °または 7�[�V °回転させると、フランス式またはイギリス式の Ã  #�
( N
図形が得

られる．図 [�- を見よ）．さらに、Ã  #�
( N 図形 Ê に対し図 [�- における面積の半分（言い換える
と、 Ê が表している分割の大きさ）を p Ê p で表すと、良く知られているようにその母関数はÅ

��Ë#�yx zÌ©Í Î ��Ï�Ð�p 図形 Ë?Ñ Ì Ñ#x ¸Ò
`�¹ j

� 7 �~Ë ` � � j
で与えられる．

さて、この話を 5 次元の場合に一般化するために、次の定義をする： 5 色グラフ ��'¡§ w l ¦ �
のダイマー配置とは、辺の集合 ¦ の部分集合 Ó で、任意の頂点 ²ý�`'¡§ w

に対し Ó の元で ²
7�v



図 [k2 c � å ® l å ¯ �yx�� 7 l1��� 図 [k c � å ® l å ¯ �yx·����l 7 � 図 9 � c � å ® l å ¯ �yx·��� 7 l&� 7 �

図 9
7 c � å ® l å ¯ �yx�����l1���
図 9�5 c � å ® l å ¯ �yx·����l1���

図 9�[ c � å ® l å ¯ �_x·����l1���
図 9�9 c 3 n に対応する 5 色グラフのダイマー配置

を端点に持つものがただ１つ存在するようなものを指す．例えば 3 n から定まる 5 色グラフの
ダイマー配置は図 9�9 にある v 通りになる．
トーラス上の 5 色グラフに対し、その展開図（あるいは ] サイクルと ^

サイクル）を 7
つ選んで固定すると、その上のダイマー配置 Ó に対して高さ関数の変化（ ñ��Eò�ªBñB� ð�ñ�ö��$ªI� ）� å ® � Ó ��l å ¯ � Ó ���D���76 が次のようにして定まる：展開図の下の辺を左から右になぞった時に横
切る辺のうち、Ó に属する辺で上端が白丸であるものの本数から、下端が白丸であるものの本
数を引いたものを å ® � Ó � とおく．また同様に、展開図の下の辺を下から上になぞった時に横切
る辺のうち、Ó に属する辺で右端が白丸であるものの本数から、左端が白丸であるものの本数
を引いたものを å ¯ � Ó � とおく．例として、図 9�9 にはそれぞれのダイマー配置の高さ関数の変
化も記しておいた．ここで、 5 色グラフの分配関数をÅ

�ihrl�ª
�yx zÔÕÍ
ダイマー配置

h×Ö=Ø DtÔ©F ª�ÖÙ D�Ô©F
で定義する．

Å
�ih�l�ª;�

はトーラスの ] サイクルと ^
サイクルの取り方に依存するが、異なるサ

イクルの取り方に対応する分配関数の間には簡単な関係がある．例として、図 5�V にある 5 色
グラフの分配関数は、図 9�9 から分かる様にÅ

�ih�l�ª;�%x@h¬« ª�« [ « 7hIª
で与えられる．ここで、

Å
�ihrl�ª
�

の � �&Q©�� #( 多角形が 3 n であることに注意．これは一般的に成
り立つ現象である：

7-



定理 Ú�� 格子三角形 3 に対し、 w � jg �����
の藻から定まる 5 色グラフの分配関数の � �&Q��� #( 多角

形は平行移動を除いては 3 に一致する．
さて、 [ 次元の Ã  #�
( N

図形との対応を議論するために、格子三角形から得られるトーラス上

の 5 色グラフの普遍被覆を考えよう（どの格子三角形から始めても、普遍被覆まで行けば図 9�V
にある蜂の巣状のグラフが得られる）．この普遍被覆に対応する箙 ¹ の矢の向きを忘れたもの
は対応する 5 色グラフの双対グラフになっているので、その 5 色グラフのダイマー配置が与え
られると、そのダイマー配置に属する辺に対応する矢を消去することで ¹ の部分箙 ¹ � が出
来る（図 9�v ）．
この部分箙 ¹ � に対し、その頂点の集合 ¥ÜÛx �76

の上の
�
に値をとる関数 å c �76 e �

を、

任意の ¹ � に属する矢 � に対し
å � ² � �

���_� å � ° � � ���yx 7
となるように定めると、これによって å は定数を加える任意性を除いて一意的に決まる．ここ
で、適当なコンパクト集合の外では図 9Y- にある部分箙に対応するダイマー配置になっている
ようなダイマー配置だけを考えることにすると、その高さ関数は 5 次元の場合と同様にして [
次元の

Ã  #�
( N
図形（すなわち、部屋の隅に立方体の箱を積み上げたような図形）を斜め上から

見たものになっている．例えば、図 9�v にあるダイマー配置に対応する [ 次元の Ã  #�
( N
図形は

図 9f2 のようになる．
最後に、[ 次元の Ã  #�
( N

図形と
���  #4. =/!þÌ?@0������(BA-CD #(���"'�
	� #(�þ F �; #4.��	

対応の関係を紹介しよ

う．Ý を複素 [ 次元の JL��"'��YI8þ Ã ���
多様体（すなわち、接ベクトル束

/ Ý の第 7 JL�
� � ( 類 � j<� Ý �
が自明な

�wÞ���
"0� �
多様体）とする．

�wÞ���
"'� �
形式によって Ý をシンプレクティック多様体と見る

ことで、 Ý の ���  #4X </�þÌ?�0������(
不変量と呼ばれるシンプレクティック幾何的な不変量を考える

ことができ、この不変量は、非負整数 ¼ と Ý の 5 次のホモロジー類 ^¢�`ß 6 � Ý l1��� に対してiáà } â x¨ã×ä åÇæ DèçR} âkF�éLêOë ìîí 7 ��Ä
という有理数が定まる．ここで

_ à � Ý l�^Â� は Ý への種数 ¼ 、次数 ^
の安定写像のモジュライ空

間で、 6 _ à � Ý l�^Â� :tïGð � ÿ はその仮想基本類と呼ばれる �
次のホモロジー類である．これを 7 が代

表する
_ à � Ý l�^Â� の �

次のコホモロジー類で評価したものが上の積分の値であり、直観的にはÝ の中の種数 ¼ の " 0��4ý��(
(
面で、その代表するホモロジー類が

^
になるものの個数を数えて

いると考えられる．

一方、
C� #(
��"t�
	� #(�þ F �
 #4.��	

不変量は Ý の複素幾何的な不変量であり、整数 s と 5 次のホモ
ロジー類

^��Aß 6 � Ý l1��� に対し、 ñiáà } â x;ã ä ò � DèçR} âkF�éLêdë ìîí 7 ���
で定義される．ここで、

m ` � Ý l�^�� は Ý の部分多様体 Ê （あるいは対応するイデアル層）で、ó �õô Ì �yx s
および

6 Ê : x�^��`ß 6 � Ý l1���
7=2



図 9�V c 普遍被覆 図 9�v c ダイマー配置と部分箙の関係

図 9Y- c 「空の」ダイマー配置 図 9f2 c [ 次元の Ã  #�
( N
図形

7= 



を満たすもののモジュライ空間を指し、 6 m ` � Ý l�^Â� :tïbð � ÿ はその仮想基本類である．ただし、 ô Ì
は Ê の構造層で、 ó は 
 ��"0� � 数（層のコホモロジーの次元の交代和）である．
さて、これらの不変量のもっとも簡単な場合として、次数

^
が零の部分に着目して母関数を

考えることにしよう： ö�÷�ø
� Ý�ù�ú � � x z àrû � i à } � ú 6 à � 6 lÅ ÷�ø
� Ý�ù�ú � � x@�)Á�T��

ö�÷�ø
� Ý�ù�ú � � ��lÅ Ô«ü � Ý~ù Ë#� � xëz

` û �
ñi ` } � Ë ` m

まず、
K
��Yu� � > Z ��(
�
�
� � 0T���(
�;� 6W[-: によってi à } � x ��� 7 � à

5
p ' 6 à p
5<¼

p ' 6 à � 6 p
5<¼ � 5

7� 5<¼ � 5 �bý ã ç � � n � Ý �_� � j�� Ý � � 6 � Ý ���
が知られている．一方、 � ���
"t0,#> � �&, � ��	� =/�> + ,� #�
(
,� =/�> Z ��(��
�
� � 0TI��(
�;� によって、 6L-<: でÅ Ô«ü ��Ë#� � xV_ ���þË#�eÿ�� D � � Dîç F � ® |�Dèç7F � R Dîç F	F
が予想され、 6!2<: で非特異射影的 [ 次元トーリック多様体に対して証明されている．但し_ ��Ë#�yx ¸Ò

`�¹ j
� 7 ��Ë ` � � `

は � � � ���; #( 関数と呼ばれ、 [ 次元の Ã  #�
( N
図形の体積に関する母関数になっていることが知

られている．ここで � � � ���; #( 関数の漸近展開
"0 N _ � ± ��� � Û ¸z à ¹ � � � [ � 5<¼ � � � 7 � 5<¼ �� 5<¼ � 5 �bý ú 6 à � 6 ��	 ú e «q�

を使うと、 "0 N
Å Ô«ü � Ý~ù � ±�� � j � � � Û �&�&� « 5 "0 N

Å ÷�ø
� Ý~ù�ú � �

が分かる．但し、この式は左辺を漸近展開すると特異な項及び定数項を除いて右辺と一致す

ることを意味する．ここで注目すべきなのは、左辺はもともと
Ë x � ± � �

j � e � �
すなわちú e´³ \ � 7 � で定義されているのに対し、右辺は ú e �

で定義されており、結果としてこの漸

近的な関係は ú 平面上の遠く離れた 5 つの点の周りで定義された異なる数え上げ幾何的な不変
量の母関数を結び付けているという点である．ここで母関数を単なる形式冪級数ではなく解析

関数と考えることは本質的で、 � � � ���; #( 関数の定義で Ë x � ± � �
j �
とおいて闇雲に展開しよ

うとしてもうまく行かない．つまり、ここでの母関数は無限個の不変量を一度に扱うための単

なる速記法ではない．

また、� � � ���; #( 関数 _ ��Ë#�
が [ 次元の Ã  #��( N

図形の体積に関する母関数であるということ

は、見方を変えると結晶の融解の統計力学的な模型の分配関数であるということである．すな

わち、
Ã  #�
( N

図形ではなく第 7 象限から Ã  #�
( N
図形を取り除いた補集合を考え、これを結晶の

角から原子を取り除いていると見る．さらに、原子がいくつか取り除かれた状態は、隅まで原

子が詰まっている（つまり、
Ã  #��( N

図形が空である）場合よりも取り除いた原子の個数に比例

5 �



する分だけエネルギーが高いと仮定する．この比例定数を ¦ 、温度を /
、�  #"0����4.��(�( 定数を �

とし、
Ë�x@�)Á�T���� ¦ 0 � / � とおけば、この模型の分配関数がちょうど _ ��Ë#�

になることが分かる．

より一般に、次数
^
が
�
の部分だけではなく全ての次数に渡る母関数についても、

���  #4X </�þ
?�0������(

不変量と
CD #(���"'�
	� #(�þ F �; #4.��	

不変量の関係が予想されており、トーリック
JL��"'��Y�0þ Ã ���

多様体に対しては 6L-<: で証明された．（彼らが実際に示したのは、C� #(
��"'�
	1 #(�þ F �; #4.��	 不変量の母
関数が 687&: で導入された位相頂点と呼ばれる規則でトーリック多様体を定義している扇から組み
合わせ論的に定義される関数と一致することである．この関数が

���  #4X </�þÌ?�0������(
不変量の母関

数と一致することに関しては 6Wv�: 及びその参考文献を見よ．）これを ���  #4. =/!þÌ?@0������(BA-CD #(���"'�
	� #(�þ
F �
 #4.��	

対応と呼ぶ．一方、この場合の
���  #4X </�þÌ?�0������(

不変量の母関数は結晶の融解の統計

力学的な模型に対する分配関数だと考えることもできる（ 687 � : や 687�7&: を見よ）．ダイマー模型
も結晶の融解の統計力学的な模型と考えることができるので、これらの間には何か関係があっ

て然るべきであるが、正確な関係は未だ不明である．

なお、山崎氏と筆者の共同研究の主題はホモロジー的ミラー対称性（今の場合、格子多角形3 が定めるトーリック多様体の連接層の導来圏と 3 を � �&Q©�� #( 多角形に持つ b ��� � ��(!�
多項式

から定まる深谷圏の導来圏が三角圏として同値であることを主張する）にあるのだが、このこ

とや 3 が三角形ではない場合の取り扱いについては、紙数の都合もあり今回は触れる事ができ
なかった．これらの話題に関しては他日を期すこととしたい．
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