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Part I 岡潔博士の文献記録について

Part I
§1 岡潔博士出版論文の文献記録について。

なかなか、完全なものがない。
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Part I 岡潔博士の文献記録について

§2 Levi問題（Hartogsの逆問題）の解決
についての認識 — の問題

順序が混乱している。
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. . . . . .

Part I 岡潔博士の文献記録について

Levi問題の解決の正しい記述：

.

.
.

1 ２次元領域の場合： K. Oka [VI] (1942).

.

.

.

2 一般次元、被覆領域（リーマン領域）の場合：K.
Oka [IX] (1953).

.

.

.

3 その後、一般次元領域の場合：Bremermann,
Norguet等も Oka [VI]のアイデア（岡の 2次元の場
合の証明を n次元に一般化）による証明を与えた。
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Part I 岡潔博士の文献記録について

Part II Oka [VII], [VIII]について。

連接性のこと。

§1 [VII]の出版時期について。
§2 幾何学的イデアル層について：

Oka [VII] (1950),
Oka [VIII] (1951),
H. Cartan (1950)。
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多変数解析函数について.

VII 或る算術的概念について.

岡潔
1948年 10月 15日受理

序文. 現在我々は, 来し方1に出逢った困難の本性を再認識し, 行く末
に出逢うであろう困難の姿を考察するなどの懸命な省察の途上にある. そ
の成果の一端をここに報告しよう.
人々は, 第 I論文の定理 II (基本補題), 第 II論文の定理 I および第 V

論文の条件 (β) (A. Weil の条件)において, ある種の算術的概念に気付く
筈である. そしてもし分岐点を許すなら, 人々はさらなるそれに出逢うで
あろう. しかもそれなしには代数函数すら扱うことができないのである.
この事は我々をそれらの概念の研究に駆り立てる.
幾つかの算術的概念, 例えば合同とかイデアルとかを多項式の分野か

ら解析函数の分野に移植したとすると, この函数はもはや一般には全有限
空間に延長することができないため, そこに新たなる問題が生じる. その
種の現象を発見したのは H. Cartan2であるが, この論文でも, 結論として,
その種の幾つかの定理と精選された一つの問題を見いだすであろう.(No.
7 を見よ) それらの定理は第 I論文以来の諸問題を分岐点を含んだ領域に
対してで研究するためには不可欠であるばかりでなく, それよりも単純な
領域の研究に対しても有用である.
さて, 我々は F. Hartogs やその後継者達に負う一連の美しい問題群の

延長上に, 新しい問題群を後続の人々に残したいと想う. 幸い多変数解析
函数の分野は数学の色々な分野に拡がっているため, 我々はここに提起さ
れた新しい問題の様々な変形を夢見ることが許されるであろう.3

≪この論文では有限で単葉な領域しか扱わないので, その条件の明示
は一般に省かれている.≫

1. 合同と同値. H. Cartan の定理. 解析函数の分野に移植された
算術的概念から生じる問題の中には, (Cousin の問題のように) 局所的に

1これまでの論文は次の通りである. I Domaines convexes par rapport aux fonctions
rationnelles, 1936. II Domaines d’holomorphie, 1937. III Deuxième problème de
Cousin, 1939. IV Domaines d’holomrphie et domaines rationnellement convexes, 1941.
V L’intégrale de Cauchy, 1941. VI Domaines pseudoconvexes, 1942.

2H. Cartan, Sur les matrices holomorphes de n variables complexes, 1940, p. 1-26
(Journal de Mathématiques, Vol. 19); 我々はまたこれらの定理に多くの事を負ってい
る.)

3著者は第 VI論文の時代以来の援助に対し, 風樹会に対してここに心からの謝意を述
べる.

1

admin
下線

admin
ノート注釈
西野訳





































. . . . . .

Part I 岡潔博士の文献記録について

Serreの定理.

領域Ω ⊂ Cn上に３つの層R,S, T があり、次の層準同型が完全
であるとする。

0 → R → S → T → 0.

このとき、R,S, T の中の二つが連接層ならば、他の残りも連接層
である。

使い方：複素空間 X をとる。局所的には、解析的部分集合
X ⊂ Ω(⊂ CN)である。IX ⊂ OΩをイデアル層（幾何学的イデアル層）
とすると、OX = OΩ/OX であり、完全列がある：

0 → IX → OΩ → OX → 0.

IX とOΩの連接性より、OX の連接性が従う。
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Part I 岡潔博士の文献記録について

岡の３大連接定理。

岡の第１連接定理：OCn の連接性定理。
岡の第２連接定理：幾何学的イデアル層の連接性定理。
岡の第３連接定理：正規化層の連接性定理。

第２連接定理については、H. Cartanがその間に、独自の証明を与えた。
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Part I 岡潔博士の文献記録について

連接性の重要性

新しい証明手法の発見・獲得。

通常の常識的アプローチ：

局所理論 =⇒ 準大域理論 =⇒ 大域理論

岡潔があるステップでとったアプローチ：

１点究極局所理論 ⇐= 局所理論
⇓
=⇒ =⇒ =⇒ 大域理論

Cousin I, II問題、

Levi問題（Grauertの証明、ふくらまし法）。
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新岡全集

新岡全集

新完全岡潔全出版論文集の発刊を！

英訳をしなくてよい。

Oka [VII] Bull. S.M.Fr.版とOriginal版 (岩波版)の両方を載せる。

Oka [VII] Original版の取り扱いについての、実証記録に基づく時系
列資料をいれたい。

和訳は、ある方がよい。
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. . . . . .

§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

Part III
岡の連接定理を学部４年生に教えたい

岡の連接定理（第１連接定理）。
基本定理（正則凸領域・正則領域）。
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

§1 1変数複素解析（関数論）の授業：

.

.
.

1 共通事項として、概ね留数定理まではやる。
［2回生後半講義・演習; 半年講義］—– 共通
理工学的応用：電磁気学など。

.

.

.

2 正則写像（等角写像）・リーマンの写像定理。
理工学的応用：流体力学（今井功氏の著作など）。

.

.

.

3 Mittag-Leffler, Weierstrass (Runge)の定理。
理工学的応用：サンプリング・補間問題（Whittakerの式など）

.

.

.

4 楕円関数論（二重周期有理型関数）。［以上 3回生前半］
理工学的応用：振り子の力学・天体力学（萩原雄祐氏の著作な
ど）—— ［更に半年］。
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Interpolation and Sampling:
E.T. Whittaker, K. Ogura and Their Followers
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Abstract The classical sampling theorem has often been attributed to E.T. Whittaker,
but this attribution is not strictly valid. One must carefully distinguish, for example,
between the concepts of sampling and of interpolation, and we find that Whittaker
worked in interpolation theory, not sampling theory. Again, it has been said that
K. Ogura was the first to give a properly rigorous proof of the sampling theorem.
We find that he only indicated where the method of proof could be found; we identify
what is, in all probability, the proof he had in mind. Ogura states his sampling the-
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J Fourier Anal Appl

orem as a “converse of Whittaker’s theorem”, but identifies an error in Whittaker’s
work.

In order to study these matters in detail we find it necessary to make a complete
review of the famous 1915 paper of E.T. Whittaker, and two not so well known papers
of Ogura dating from 1920. Since the life and work of Ogura is practically unknown
outside Japan, and there he is usually regarded only as an educationalist, we present
a detailed overview together with a list of some 70 papers of his which we had to
compile. K. Ogura is presented in the setting of mathematics in Japan of the early
20th century.

Finally, because many engineering textbooks refer to Whittaker as a source for
the sampling theorem, we make a very brief review of some early introductions of
sampling methods in the engineering context, mentioning H. Nyquist, K. Küpfmüller,
V. Kotel’nikov, H. Raabe, C.E. Shannon and I. Someya.

Keywords Sampling theorem · Sampling techniques in engineering · Interpolation ·
Japanese mathematics history

Mathematics Subject Classification (2000) 94A12 · 41A05 · 01-02 · 94-03 ·
01A27

1 Introduction

Several major questions concerning the early history of sampling theory remain unre-
solved. One of these is: Where does one find the first rigorous proof of the sampling
theorem? By this we mean the representation of a function f in the cardinal or clas-
sical sampling series:

f (z) = sinπz

π

∑

n∈Z

f (n)
(−1)n

z − n
, (1)

valid for all functions f belonging to some given function class. It has sometimes
been stated that Ogura was the first to give a proof of the classical sampling theorem
in 1920 [134]. One of our purposes here is to subject this statement to further re-
view, and, we hope, clarification. In pursuit of this we are led to a study of the paper
[81] by E.T. Whittaker and among the many ideas that emerge from this work we
find the answer to another fundamental question: where does the notion of frequency
content, in particular, band-limitation, first appear in the context of sampling theory?
It seems that neither Whittaker’s nor Ogura’s contributions to sampling theory have
been reviewed in depth before.

Sampling theory is known to have emerged from many independent beginnings
[16, 17, 30–33, 56, 65], and in preparing a preliminary chapter for the book [18]
it was felt necessary to come to a better understanding of its roots than has been
achieved up to now. The present study is part of this larger design.

It is necessary to recall the difference between interpolation and sampling.

Interpolation: Points (n, an), n ∈ Z, are given; one asks for an interpolant, that is,
a function with good properties that passes through these points.
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

§2. 岡の連接定理と基本定理

岡・カルタン理論の学部授業としての位置づけ
（3回生後半）4回生向け講義［半年講義］：

実解析：ルベーグ積分論・フーリエ解析 —– 関数解析・偏微分方程
式論の基礎。

複素解析：岡の連接定理と基本定理 —– （1変数・多変数）複素解
析・微分方程式論・佐藤超関数論・複素幾何・複素多様体論・代数
幾何。
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

§3 実際どうやるのか？

これまでのテキストでは、後半 2/3以降で、半年講義では無理。

例へば、.........
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

半年講義でできる新方式。
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

岡の連接定理から始める。

第１章　正則関数

.

.

.

1 １変数正則関数

.

.

.

2 多変数正則関数

.

.

.

3 層の定義

第２章　岡の第一連接定理

.

.

.

1 ワイエルストラスの予備定理

.

.

.

2 正則局所環OΩ,a

.

.

.

3 岡の第一連接定理
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§1 岡－カルタン理論のコース授業としての位置づけ

第３章　層のコホモロジー

.

.
.

1 チェック コホモロジー

.

. . 2 ルレイの被覆定理

.

.
.

3 ド・ラーム コホモロジー

.

.

.

4 ドルボー コホモロジー

.

.

.

5 複素多様体、解析的部分集合

第４章　正則凸領域上の基本定理

.

.

.

1 正則凸領域

.

.

.

2 カルタンの融合定理

.

.

.

3 正則凸領域上の基本定理（岡・カルタン理論）

.

.

.

4 クザン I 問題（岡の元祖基本定理）、クザン II 問題（岡の原理）

—— ここまでで、半年。
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新岡全集

新岡全集

新完全岡潔全出版論文集の発刊を！

英訳をしなくてよい。

Oka [VII] Bull. S.M.Fr.版とOriginal版 (岩波版)の両方を載せる。

Oka [VII] Original版の取り扱いについての、実証記録に基づく時系
列資料をいれたい。

和訳は、ある方がよい。
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