
超対称性ゲージ理論のクーロン枝の数学的定義と
孋孁孃嬭孍孏孏孄孙リー環の幾何学的佐武対応

中島　啓

はじめに

筆者と孂孲孡孶孥孲孭孡孮，孆孩孮孫孥孬孢孥孲孧は，クーロン枝 嬨孃孯孵孬孯孭孢 孢孲孡孮季孨嬩とよばれる新し
い代数多様体のクラスと，その非可換変形嬨量子化嬩を導入した 孛孎孡孫嬱嬶孡嬬 孂孆孎嬱嬸孝．この
研究は，もともと理論物理学の超対称性ゲージ理論において研究されていたクーロン
枝に，数学的に厳密な定義を与える，という動機に基づいている．そこで得た定義は，
ホモロジー群の合成積を用いた代数の構成という手法による．これは幾何学的表現論
で用いられてきた手法である．表現論と関連した多様体の新しいクラスとして，クー
ロン枝は物理との関係を抜きにしても，純粋に数学的な対象としてもおもしろいもの
である．

孛孂孆孎嬱嬹孡孝において，箙ゲージ理論と呼ばれるゲージ理論のクーロン枝の，さらに
そのホモロジー嬨正確には交叉コホモロジー嬩を考えることにより，孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環
の表現が構成されると予想した．これは，孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環が有限次元の複素単純
リー環の場合には，クーロン枝とアファイン・グラスマンとの関係孛孂孆孎嬱嬹孡孝を使う
と，幾何学的佐武対応とよばれている構成に他ならない．幾何学的佐武対応が，アフ
ァイン・リー環に拡張されることは 孂孲孡孶孥孲孭孡孮嬭孆孩孮孫孥孬孢孥孲孧 孛孂孆嬱嬰孝により予想されてい
たが，孛孂孆孎嬱嬹孡孝の予想は，これをさらに孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環に拡張するものである．こ
の論説の執筆時点で，A型のアファイン・リー環の場合に，予想の証明が与えられて
いる 孛孎孡孫孡孲孝．一方，この予想は，箙多様体のホモロジー群の上に孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環
の表現を構成した筆者の研究 孛孎孡孫嬹嬴嬬 孎孡孫嬹嬸孝と形式的に似ている．クーロン枝と箙多
様体嬨より一般的な状況では嬱嬮嬴で説明するヒッグス枝嬩との間には，シンプレクティ
ック双対性孛孂子字嬱嬶嬬 孂孌子字嬱嬶孝と呼ばれる不思議な関係があることが予想されており，
孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環の表現が二つの多様体の上に与えられることは，その反映であると
考えられている．
なお，物理的な背景の説明は省略するので，興味を持たれた方は孛孎孡孫嬱嬶孢孝や，その
加筆英訳版孛孎孡孫嬱嬸孝をお読みいただきたい．

嬱嬮 クーロン枝とその量子化の定義

この節では，孛孂孆孎嬱嬸孝で与えられた，ゲージ理論に付随したクーロン枝の数学的に
厳密な定義を紹介する．また，副産物として，その量子化も導入する．

嬱嬮嬱嬮 幾何学的佐武対応の簡単な復習嬮 定義のための準備に必要なことと，あとの§嬷で
幾何学的佐武対応の孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環への拡張を考えることから，通常の複素簡約群
孇 の場合について簡単に復習しておく．
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幾何学的佐武対応に関する重要な結果として 孛孌孵孳嬸嬳嬬 孇孩孮嬹嬵嬬 孂孄嬰嬰孡嬬 孍孖嬰嬷孝があげ
られる．§嬷では，孍孩孲孫孯孶孩嬓季嬭孖孩孬孯孮孥孮 による定式化孛孍孖嬰嬷孝を，一般化する．幸いにして，
孛孍孖嬰嬷孝についてたくさんの読みやすい解説があるので，ここでは最小限の復習にとど
めても，簡単に補うことができると思う．なお，群ではなくリー環の幾何学的佐武対
応と言っているのは，箙ゲージ理論のクーロン枝が，ディンキン図形の組み合わせ論
にのみ依存して決まっているためである．表現としては任意の可積分表現が現れるの
で，通常の場合でいうと，孇は随伴群，孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対孇∨は単連結なものを考えてい
る．

孔を孇の極大トーラスとする．以下の話では，孇 嬽 孇孌n嬨C嬩嬬 孔 は対角行列の全体で
あると思って読んでいただいて構わない．
O 嬽 C孛孛z孝孝嬬 K 嬽 C嬨嬨z嬩嬩を形式的級数のなす環，形式的ローラン級数のなす体とし，
対応する空間，形式的円盤 D 嬽 孓孰孥季Oと，形式的穴あき円盤 D× 嬽 孓孰孥季Kをとる．
孇K 嬽 孇嬨C嬨嬨z嬩嬩嬩嬬 孇O 嬽 孇嬨C孛孛z孝孝嬩とする．

孇のアファイン・グラスマン孇孲Gは，商空間孇孲G 嬽 孇K/孇O として定められる．簡
約群 孇 の旗多様体 孇/子 嬨子 は放物部分群嬩 の無限次元リー群 孇Kにおける類似，とみ
なすことができるが，むしろ 孇/子 の 子軌道の閉包の，シューベルト多様体の類似と
考えた方がより正確である． 孇の余ウェイトλに対して，λ嬨z嬩 ∈ 孔Kは， 孇孲Gの点を与
える．これをzλと表す． 孇孲Gの孇O軌道は，支配的な余ウェイトλによって 孇O · zλと
書くことができる．閉包の包含関係が誘導する順序は，支配的順序になる．λに対応

する軌道 孇孲λG の閉包孇孲
λ

Gは，一般には特異点を持つが有限次元の射影代数多様体であ

り，以下の構成も，孇孲Gを直接扱うのではなく，厳密には孇孲
λ

Gで議論しておいて，λに
ついて極限をとるという形をとる．これが，孇孲Gはシューベルト多様体の類似と思っ
たほうがより正確といった理由である．

孇の極大コンパクト部分群 孇c を取り，S
1から孇cへの多項式写像で嬱 ∈ S1を 孇cの単

位元にうつすもの全体を 嬊孇c で表わす．基点付きループ群などと呼ばれる．このと
き嬊孇cと孇孲Gは同相であることが知られている．嬨孛子孓嬸嬶嬬 §嬸嬮嬳孝参照嬩 嬱を単位元に移すと
いう条件を外したものを孍孡孰嬨S1,孇c嬩で表すと，嬊孇c 嬽 孍孡孰嬨S1,孇c嬩/孇cであり，これ
は，孇/子 ∼嬽 孇c/嬨孇c ∩子嬩 の右辺の類似である．
幾何学的佐武対応は，孇孲Gの幾何を用いて，孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対群孇∨の有限次元表現を
構成するものである．ここでは，複素数体上の表現を考えることにする．従って，
有限次元表現は既約表現の直和に分解し，既約表現の同型類は支配的なウェイト
でパラメトライズされる． 孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対群孇∨の定義は省略するが，孇∨の極大トー
ラス孔∨は孔 の双対トーラスであり，孔の余ウェイトλ ∈ 孈孯孭嬨C×,孔嬩 は孔∨のウェイ
ト∈ 孈孯孭嬨孔∨,C×嬩とも思えることは注意しておこう．
余ウェイトλに対応する孇∨の既約表現をV 嬨λ嬩と書く． 孛孍孖嬰嬷孝では，V 嬨λ嬩のウェイ
ト空間 Vµ嬨λ嬩 を次のように構成している．µを孇の余ウェイトと思い，点zµ ∈ 孇孲Gを

考える．単純余ルートαiを用いてλ− µ 嬽
∑
viαiと表したとき，z

µ ∈ 孇孲
λ

Gならばviは非
負である．νを支配的で正則な余ウェイトとしたとき，孲孥孰孥孬孬孩孮孧 孳孥孴

嬨嬱嬩
{
x ∈ 孇孲

λ

G

∣∣∣ 孬孩孭
t→∞

ν嬨t嬩x 嬽 zµ
}
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は，孍孩孲孫孯孶孩嬓季嬭孖孩孬孯孮孥孮サイクルと呼ばれる既約成分を持ち，それらは
∑
vi次元である．

このときウェイト空間Vµ嬨λ嬩は，孲孥孰孥孬孬孩孮孧 孳孥孴の最高次のホモロジー群として実現され
る．なお，本論説ではホモロジーといったときは，孂孯孲孥孬嬭孍孯孯孲孥ホモロジー群のこと
と約束する．孍孩孲孫孯孶孩嬓季嬭孖孩孬孯孮孥孮サイクルはコンパクトではないが，その基本類は孂孯孲孥孬嬭
孍孯孯孲孥ホモロジー群の元として定義される．
次にテンソル圏を用いた定式化を復習しよう． 孇孲Gの上の複素係数の孇O同変な
偏屈層のなすアーベル圏 子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩 を考える．その対象として，孇孲λGの定数層か

ら定まる交叉コホモロジー層 孉孃嬨孇孲
λ

G嬩 がある．その台は孇孲
λ

G である．子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩

は，支配的な余ウェイトλ に対応する孉孃嬨孇孲
λ

G嬩を単純な対象として持つ，半単純なア
ーベル圏である．さらに，子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩 は合成積によるテンソル圏の構造が入るこ
とが知られている．雑にいうと，孇孲G を基点付きループ群嬊孇cと思ったときの積写
像m 嬺 孇孲G×孇孲G → 孇孲Gによる押し出し準同型 m∗ により定義される．子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩�
子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩 が m∗ で子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩 に移されることは，非自明な主張であり，m が
孳孥孭孩嬭孳孭孡孬孬 という性質を持つことの帰結である．
このとき嬨子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩,m∗嬩 と，孇の孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対群 孇∨ の有限次元複素表現の全
体のなす嬨孒孥孰G∨ ,⊗嬩が，テンソル圏として同値であるというのが，幾何学的佐武対応
の主たる主張である．ここで，⊗は表現のテンソル積である．さらに，圏同値のもと
で 孉孃嬨孇孲

λ

G嬩 は λ を最高ウェイトとする孇∨の既約表現 V 嬨λ嬩に対応する．

孉孃嬨孇孲
λ

G嬩と，孍孩孲孫孯孶孩嬓季嬭孖孩孬孯孮孥孮サイクルの基本類との関係は，偏屈層の双曲制限関手
というもので与えられる．嬨嬱嬩の最高次のホモロジーのµに関する直和に，孇∨の表現の
構造を入れるためには，偏屈層と双曲制限関手を用いる必要がある．この論説では，
正確な定義を与えないので，以下では偏屈層は用いない．

嬱嬮嬲嬮 三つ組の多様体嬮 ここから，クーロン枝の定義に入る．
引き続き 孇 は複素簡約群とし，g を 孇のリー環とする． 孇の極大トーラス孔のリー
環をtと表す．また字をワイル群とする．
次に，孎を孇の有限次元表現とする．ただし 孎は既約でなくてもよく，嬰であっても
よい． 孎とその双対表現孎∗の直和孍 嬽 孎⊕孎∗ は孇のシンプレクティックな表現であ
り，最近の研究 孛孂孄孆+嬲嬲嬬 孔孥孬嬲嬲孝で組嬨孇,孍嬩に対してクーロン枝が定義されることが
分かっているが，以下を踏まえたものなので，ここでは嬨孇,孎嬩に対して定義を与える．
1

孎に値を持つ形式的ローラン級数，形式的級数孎嬨嬨z嬩嬩嬬 孎孛孛z孝孝をそれぞれ 孎K嬬 孎O で
表す．表現孎に付随したアファイン・グラスマン上のベクトル束Tを，孇K ×GO 孎Oで

定める．正確には，s嬨z嬩 ∈ 孎Oの展開を途中で止め，上のように孇孲λGに制限すること
によって，Tは射影多様体上のベクトル束の逆極限の直極限になる． 嬅嬺 T → 孎K を
孛g嬨z嬩, s嬨z嬩孝 7→ g嬨z嬩s嬨z嬩で定義する．ここで，g嬨z嬩 ∈ 孇K嬬 s嬨z嬩 ∈ 孎O であり，孛g嬨z嬩, s嬨z嬩孝
は，嬨g嬨z嬩, s嬨z嬩嬩 の 孇K ×GO 孎Oにおける代表元である．s嬨z嬩 は，z 嬽 嬰で極を持たない
が，g嬨z嬩 は一般に持つので，掛けたもの g嬨z嬩s嬨z嬩 は極を持つ可能性があり，そのため
に嬅の像は 孎K になる．

1正確には障害類π4(G)→ π1(Sp(M))が消えるという条件が必要である．
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Tの閉部分多様体Rとして，g嬨z嬩s嬨z嬩がz 嬽 嬰で極を持たないという条件を課して，定
められる空間と定義する．

R 嬽 {孛g嬨z嬩, s嬨z嬩孝 ∈ T | 嬅嬨孛g嬨z嬩, s嬨z嬩孝嬩 嬽 g嬨z嬩s嬨z嬩 ∈ 孎O}.

この空間Rは，ここでは説明しないモジュライ空間としての構成の理由により，三つ
組の多様体嬨孶孡孲孩孥孴孹 孯学 孴孲孩孰孬孥孳嬩と呼ばれる．

孇OがRに，

嬨嬲嬩 R 3 孛g嬨z嬩, s嬨z嬩孝 7→ 孛h嬨z嬩g嬨z嬩, s嬨z嬩孝 嬽 孛h嬨z嬩g嬨z嬩h嬨z嬩−1, h嬨z嬩s嬨z嬩孝 h嬨z嬩 ∈ 孇O

により作用する．
この空間の定義の意味を少し説明するために，有限次元の状況で類似する空間を
考えてみる．孇を上と同様に複素簡約群，子 をその放物部分群，孖を孇の表現，孖′

を子で不変な 孖の部分空間とする．このとき

R 嬽 {孛g, s孝 ∈ 孇×P 孖′ | gs ∈ 孖′}

が，上のRの有限次元における類似である．嬨簡潔さのために同じ記号Rで表した．嬩
孖′は，孇で不変とは限らないから，gs は一般には，孖 に入るだけで，孖′ には入らず，
そのためにgs ∈ 孖′が非自明な条件になっている．上では，孇嬬 子嬬 孖嬬 孖′ をそれぞれ
孇K嬬 孇O嬬 孎K嬬 孎O と取ったものになっている． Tの類似は，孇 ×P 孖′である．この状
況のもとで，上の空間よりも大きな空間

{嬨孛g1, s1孝, 孛g2, s2孝 ∈ T × T | g1s1 嬽 g2s2}

を考えてみる．これは，T をそれ自身と孖 の上でファイバー積を取ったもの

T ×V T

に他ならない．ここで，T → 孖は，上の写像嬅の類似で，孛g, s孝 7→ gsで与えられるもの
に他ならない．
たとえば 子を孂孯孲孥孬部分群孂 として，孖 を随伴表現 g，孖′を上三角部分環n と取る
と，Tは，旗多様体 孇/孂の余接束であり，T ×V T はワイル群の孓孰孲孩孮孧孥孲対応に現れ
る孓孴孥孩孮孢孥孲孧多様体になる．
上の Rは，T ×VTの部分多様体で，g2 嬽 孩孤となるものに他ならない．実際，g2 嬽 孩孤
であれば g1s1 嬽 s2で，s2を消去して，その代わりに g1s1 ∈ 孖′ を課せば，Rの定義に
他ならない． T ×V Tには，孇が作用しており，孇同変な幾何学は部分空間 Rの子同変
な幾何学と同じである．象徴的に書けば，

嬨嬳嬩 孛孇\ 嬨T ×V T 嬩孝 嬽 孛子\R孝

が成り立つ．
もともとの無限次元の状況では，T ×V Tを直接に扱うことは技術的に困難と思われ
るので，その代わりにRを考えている．しかし，T ×V Tが背景にあることをポイント
として押さえておくことは，以下の構成を理解する上では重要になる．

注 嬱嬮嬲嬮嬱嬮 孛孏孙嬱嬶嬬 §嬵嬮嬴孝では，有限次元の場合のT → 孖のファイバーを孈孥孳孳孥孮孢孥孲孧多様
体とよんでいる．嬨孛孇孋孍嬰嬶孝も参照．嬩 これは， 孓孰孲孩孮孧孥孲 嬌孢孥孲の一般化である．従っ
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て，三つ組の多様体からできるT → 孎Kのファイバーは，無限次元リー群 孇K におけ
る孈孥孳孳孥孮孢孥孲孧多様体の類似と考えることができる．

嬱嬮嬳嬮 合成積嬮 次にRの孇O同変ホモロジー群H
GO
∗ 嬨R嬩を考える．厳密には，Tの原点に

おけるファイバーの基本類が次数嬰になるように，次数をうまく定義する必要がある
が，詳細は略す．また，奇数次のホモロジーが消えていること，H∗G嬨孰孴嬩上自由な加群
になっていることなどは，アファイン・グラスマン多様体のシューベルト胞体分割を
考えると，ただちに従う．
有限次元の類似においては，同変ホモロジー群の誘導により，嬨嬳嬩から

嬨嬴嬩 HP
∗ 嬨R嬩 ∼嬽 HG

∗ 嬨T ×V T 嬩
となることに注意しよう．このとき，嬨i, j嬩成分への射影

T ×V T ×V T
pij−→ T ×V T 嬨i, j嬩 嬽 嬨嬱, 嬲嬩, 嬨嬲, 嬳嬩, 嬨嬱, 嬳嬩

を用いて

c ∗ c′ 嬽 p13∗嬨p
∗
12c ∩ p∗23c

′嬩

と HG
∗ 嬨T ×V T 嬩上に合成積が定義される．ここで，∩ は T × Tにおける嬨台を考慮し

た嬩キャップ積であり，Tが滑らかな多様体であることを用いて定められている．
我々の無限次元の状況では，HGK

∗ 嬨T ×NK T 嬩 が，定義されていないこと，Tが滑ら
かではないことにより，上の定義は適用できないが，これを回避して HGO

∗ 嬨R嬩 に直
接，合成積

∗ 嬺 HGO
∗ 嬨R嬩⊗HGO

∗ 嬨R嬩→ HGO
∗ 嬨R嬩

が定義される．厳密な定義は，技術的なのでここでは略す． 孎 嬽 嬰 のときは，
孛孍孖嬰嬷孝が幾何学的佐武対応の構成に用いた図式を，同変ホモロジー群に適用した
ものに他ならない．この特別な場合の構成は，孛孂孆孍嬰嬵孝 で行われており，また，得ら
れる環の具体的な記述も与えられている．なお，孛孂孆孍嬰嬵孝では随伴表現孎 嬽 gの場合
も，K理論版のときに，取り扱われている．
合成積代数 HG

∗ 嬨T ×V T 嬩の単位元は，対角線集合嬁Tの基本類であるが，嬨嬴嬩の同型
のもと，Rの孇/子の原点のファイバー {孛g, s孝 ∈ 孇 ×P 孖′ | g ∈ 子} の基本類に対応する
ことに注意しよう．HGO

∗ 嬨R嬩においても，同様に 孇孲G 嬽 孇K/孇O の 孇Oのファイバー
の基本類が単位元になっている．
このとき次が成立する．

定理 嬱嬮嬳嬮嬱嬮 嬨HGO
∗ 嬨R嬩, ∗嬩 は可換環である．

合成積で環を構成する手法は，幾何学的表現論で広く使われており，たとえば途中
で紹介した孓孴孥孩孮孢孥孲孧多様体の場合には，嬨退化した嬩アファイン・ヘッケ環が実現され
る．この例では，得られる環は，非可換環であり，合成積の一般論からは∗が可換にな
る理由はなく，上の定理は今の状況の特殊性を表している．
幾何学的佐武対応を思い起こせば，可換性は不思議ではない．幾何学的佐武対応
では，嬨子孥孲孶GO嬨孇孲G嬩,m∗嬩 と 嬨孒孥孰G∨ ,⊗嬩 がテンソル圏同値となったが，後者のテンソ
ル圏は可換，すなわち V ⊗W ∼嬽 W ⊗ V であるので，前者もそうである．この同型
を幾何学的に説明するのが孂孥孩孬孩孮孳孯孮嬭孄孲孩孮学孥孬孤によるアファイン・グラスマンの嬱パラ
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メータ変形であり，同じアイデアを使って上の定理が証明される．孛孂孆孎嬱嬹孢孝を参照．
嬨孛孂孆孎嬱嬸孝では，計算による直接証明も与えている．嬩
さて，嬨HGO

∗ 嬨R嬩, ∗嬩は可換環になったので，そのスペクトラムとしてアファイン多様
体を導入することができる．これが，クーロン枝の数学的な定義である．

MC 嬽 孓孰孥季嬨HGO
∗ 嬨R嬩, ∗嬩

さらに，嬨HGO
∗ 嬨R嬩, ∗嬩が有限生成であることや，整であることを証明できるので，

MCは既約なアファイン多様体である．また正規であることも示されている．

嬱嬮嬴嬮 ヒッグス枝嬮 シンプレクティック・ベクトル空間孍 嬽 孎⊕孎∗ への 孇作用の運動
量写像µ 嬺 孍→ g∗ は

〈µ嬨x, y嬩, ξ〉 嬽 〈y, ξx〉
で与えられる．このとき，ハミルトニアン簡約 孍///孇 は，µ−1嬨嬰嬩//孇で定義される．
ここで，//はカテゴリカル商 孓孰孥季C孛µ−1嬨嬰嬩孝G である．g∗ の余随伴作用で固定される
元ζにおけるレベルに取り替えた µ−1嬨ζ嬩//孇や，孇の乗法的指標 χ 嬺 孇 → Gmを取り，
幾何学的不変式論による商 µ−1嬨嬰嬩//χ孇 嬽 子孲孯孪

(⊕
n≥0 C孛µ−1嬨嬰嬩孝G,χ

n)
を考えることもよ

くある．ここで孛 孝G,χ
n
は相対不変式を表す．物理のゲージ理論の文脈では，これらは

ヒッグス枝と呼ばれる．なお，ハミルトニアン簡約は孍に対して定義され，必ずし
も孎⊕孎∗と分解している必要はないことを注意しておく．
共通の孇嬬 孎 に対して定義されるクーロン枝とヒッグス枝の間には一見すると何も
関係がないように思われる．実は両者の間には不思議な関係があることが見つけられ
ており，シンプレクティック双対性と名づけられている． 孛孂子字嬱嬶嬬 孂孌子字嬱嬶孝参照．

嬱嬮嬵嬮 量子化されたクーロン枝嬮 おもしろいことに，HGO
∗ 嬨R嬩は，その非可換変形を同

時に作ることができる．実際，形式的円盤 Dに，C×がz 7→ tzにより作用する．こ
の作用は，ループ・ローテーションと呼ばれるが，今まで使ってきた様々な空間へ
の作用を引き起こす．特に，孇Oに作用して，半直積孇O o C×を考えることができ，
Rに孇O o C×が作用する．そこで，同変ホモロジー群HGOoC×

∗ 嬨R嬩を考え，合成積を同
じように導入する．こうして量子化されたクーロン枝を

A~ 嬽 嬨HGOoC×
∗ 嬨R嬩, ∗嬩

と定義する．これは，非可環になり，HGO
∗ 嬨R嬩 の H∗C×嬨孰孴嬩 嬽 C孛~孝 でパラメトライズさ

れた非可環変形になる．
非可環変形が与えられると

{f, g} 嬽
孾f ∗ 孾g − 孾g ∗ 孾f

~

∣∣∣∣∣
~=0

により，HGO
∗ 嬨R嬩はポアソン代数になる．ここで， 孾f 嬬 孾g はHGOoC×

∗ 嬨R嬩への持ち上げで
ある．さらに，これはMCの非特異部分上にシンプレクティック形式を定める．この
意味で， A~はクーロン枝MCの非可換変形，すなわち量子化である．
先にあげた孛孂孆孍嬰嬵孝の続編の孛孂孆嬰嬸孝では，孎 嬽 嬰の場合に量子化を調べ，孇の孌孡孮孧孬孡孮孤孳双
対の戸田格子と同定しているが，詳細は略す．また，孛孖孖嬱嬰孝では，アファイン・グラ
スマンの代わりにアファイン旗多様体，同変ホモロジー群の代わりに同変K群が用い
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られているが，孎 嬽 gの場合を扱っている．出てくる代数は，孃孨孥孲孥孤孮孩孫の二重アフ
ァイン・ヘッケ代数嬨孄孁孈孁嬩である．クーロン枝のようにアファイン・グラスマン多
様体にすれば，その孳孰孨孥孲孩季孡孬 孰孡孲孴になり，同変ホモロジー群になれば楕円版の代わり
に三角関数版の孄孁孈孁になる．対応するクーロン枝はt × 孔∨/字であり，あとで定理
嬳嬮嬱嬮嬲で述べるように，これは量子補正を受ける前の古典的なクーロン枝と同じである．
これらの結果は，クーロン枝の定義の先駆である．

嬱嬮嬶嬮 可積分系嬮 HGO
∗ 嬨R嬩 は，同変ホモロジー群であり，点の同変コホモロジー環

H∗G嬨孰孴嬩からの環準同型を持つ．よって，

$ 嬺MC → 孓孰孥季H∗G嬨孰孴嬩

という射が誘導される．よく知られている事実により，右辺は随伴商 g//孇 である．
また，随伴商は gのカルタン部分環をワイル群字で割った t/字 と同型であることも
よく知られている．
環準同型 H∗G嬨孰孴嬩 → HGO

∗ 嬨R嬩 は，量子化にH∗G×C×嬨孰孴嬩 → HGOoC×
∗ 嬨R嬩と拡張される．

これは単射であることが示され，したがってH∗G×C×嬨孰孴嬩は，A~の可換部分環になる．

よって，H∗G嬨孰孴嬩はポアソン可換なH
GO
∗ 嬨R嬩の部分環である．すなわち，H∗G嬨孰孴嬩の二つ

の元のポアソン括弧は嬰になる．
なお，H∗G×C×嬨孰孴嬩は可換部分環にはなるが，中心ではない．有限次元の類似の同型

嬨嬴嬩において H∗G嬨孰孴嬩が中心に含まれることは，合成積の定義に現れる射影 pij が 孇同
変であることから従うが，有限次元の類似のH∗G嬨孰孴嬩に，今の状況で対応させるべきも
のはH∗GKoC×嬨孰孴嬩 であり，これはH

∗
GOoC×嬨孰孴嬩とは異なるし，そもそもどのように定義

したらいいのかさえも明らかでない．これは，形式的な説明であるが，嬲嬮嬱で見るよう
に，簡単な具体例でも中心には入らないことが計算でチェックできる．

嬱嬮嬷嬮 トーラスの作用嬮 合成積は，ホモロジーの次数付けと整合的であり，HGOoC×
∗ 嬨R嬩はZで

次数付けられた環になる．また，この次数は，MC 嬽 孓孰孥季HGO
∗ 嬨R嬩へのC×作用を定め

る．実際，次数dの部分空間が，C×作用に関してウェイト分解したときの次数dの部分
空間になるように，C×作用が定まる．
さらに，Rの連結成分の集合π0嬨R嬩 は

π0嬨R嬩 嬽 π0嬨孇孲G嬩 嬽 π0嬨嬊孇c嬩 ∼嬽 π1嬨孇嬩

と同一視され，ホモロジー群はHGOoC×
∗ 嬨R嬩 嬽

⊕
γ∈π1(G) H

GOoC×
∗ 嬨Rγ嬩と分解し，π1嬨孇嬩で

次数付けられた環になる．MCに作用するのは，π1嬨孇嬩のポントリャーギン双対
π1嬨孇嬩∧となる．孇が半単純のときには，π1嬨孇嬩は有限群になることがよく知られて
いるので，π1嬨孇嬩∧も有限群となってしまい，あまりおもしろくないが，孇が一般線形
群 孇孌嬨n嬩のときにはπ1嬨孇嬩∧ 嬽 Z∧ 嬽 C× となり，いろいろな役割を果たすことになっ
ていく．さらに，§嬴で取り扱う箙ゲージ理論のクーロン枝の場合には，孇は一般線形
群の直積であり，π1嬨孇嬩∧はトーラスになる．これは，箙が定める群の極大トーラスと
同一視することができる．
嬱嬮嬴で言及したシンプレクティック双対性の枠組みにおいてのπ1嬨孇嬩∧の役割を
紹介しよう．孇が一般線形群の直積の場合，孈孯孭grp嬨孇,Gm嬩 ∼嬽 孈孯孭grp嬨Gm, π1嬨孇嬩∧嬩
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がπ1嬨Gm嬩
∧ 嬽 Z∧ 嬽 Gmにより誘導される．したがって，π1嬨孇嬩∧の余ウェイトは，孇の

乗法的指標と思うことができる．前者は，クーロン枝に作用する嬱パラメータ変換群
と思うことができる．一方， 嬱嬮嬴で述べたように，後者はヒッグス枝の変形や幾何学
的不変式論の商を与える．これらは，幾何学的にはまったく性質の異なるものである
が，シンプレクティック双対性を定式化する際には，両者を関係させることになる．

嬱嬮嬸嬮 フレーバー対称性嬮 孓孴孥孩孮孢孥孲孧多様体の合成積代数の場合には，アファイン・ヘッ
ケ環が実現されると述べた．正確には，上で考えていたHG

∗ 嬨T ×V T 嬩では，実現され
るのはアファイン・ワイル群の群環であって，アファイン・ヘッケ環を実現するため
には，T 嬽 孇×P 孖′のファイバーに作用するC×作用を付け加えて，孇×C×同変ホモロ
ジー群を考える必要がある．この作用は，ループ・ローテーションからくる C×作用
とは異なることは注意しておく．
同様の構成は，より一般の状況で考えることができ，物理の文脈でフレーバー対称
性といわれている．はじめに孎は孇の表現であるとしたが，孇を正規部分群として含
むような別の複素簡約群 孾孇の表現の制限になっていると仮定しよう．このとき，嬨嬲嬩の

右辺の第二項で h嬨z嬩 ∈ 孾孇Oとしても作用が 孷孥孬孬嬭孤孥嬌孮孥孤 であることに注意して，大き

な群に関する同変ホモロジー群HG̃O
∗ 嬨R嬩を考えることができる．これは，HGO

∗ 嬨R嬩の
H∗

G̃/G
嬨孰孴嬩でパラメトライズされた変形を与える．

また，群とその表現をはじめから， 孾孇と孎としたものを考える．三つ組の多様体も
代わるので，RG̃,N で表す．さらに，

孾孇/孇はトーラスであると仮定し，孔F で表す．

嬨F はフレーバーを意味する．嬩 すると，孓孰孥季HG̃
∗ 嬨RG̃,N嬩に

孔∨F 嬽 π1嬨孔F 嬩
∧ → π1嬨 孾孇嬩∧

を通じて，双対トーラス 孔∨F が作用する．このとき次が成り立つ．

命題 嬱嬮嬸嬮嬱嬮 MC 嬽 孓孰孥季HG
∗ 嬨R嬩 は，孓孰孥季HG̃

∗ 嬨RG̃,N嬩 の 孔∨F によるハミルトニアン簡約

である．

孓孰孥季HG̃
∗ 嬨RG̃,N嬩から 孓孰孥季HG

∗ 嬨R嬩を得るためには，嬱嬩同変ホモロジーをとる群を 孾孇

から 孇 に取り替える，嬲嬩 RG̃,N の連結成分のうちで π1嬨 孾孇嬩→ π1嬨孔F 嬩 の核に入ってい

るものに対応する部分だけをとる，という二段階を経る必要がある．前者は，運動量
写像の値が嬰の部分多様体を取ることに対応し，後者は 孔∨F に関して，カテゴリカル
商，すなわち，孔∨F不変部分関数環の孓孰孥季 をとることに対応する．

上で述べた変形HG̃O
∗ 嬨R嬩は，運動量写像のレベルの値を嬰から動かすことに対応す

る．また，孔∨Fによるカテゴリカル商の代わりに幾何学的不変式論における商，すなわ
ち孔∨Fの指標 ν をとり，

Mν
C 嬺嬽 子孲孯孪

⊕
n≥0

HG
∗ 嬨RG̃,N嬩

T∨F ,ν
n

と置き換えることができる．ここで添字の孔∨F , ν
nは，孔∨Fの作用でν

n倍される相対不変
部分空間を意味する．幾何学的不変式論の一般論から，射影的射Mν

C →MC が誘導
される．これは，MC の部分的特異点解消を与えることがチェックされている．
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嬱嬮嬴において，孈孯孭grp嬨Gm,孔F 嬩 の元は，ヒッグス枝に働く嬱パラメータ変換群と思え

ることに注意しよう．実際，ヒッグス枝は孇による商空間なので，孔F 嬽 孾孇/孇が作
用する．一方，上で説明したのは，孈孯孭grp嬨Gm,孔F 嬩 ∼嬽 孈孯孭grp嬨孔

∨
F ,Gm嬩 がクーロン枝

の変形や幾何学的不変式論の商を与えることであった．これは，嬱嬮嬷の最後に述べた
π1嬨孇嬩∧の果たす役割の，ヒッグスとクーロン枝を入れ替えたものに他ならない．物理
の文脈では，孆孉パラメータ嬨∈ 孈孯孭grp嬨孇,Gm嬩嬩と質量パラメータ嬨∈ 孈孯孭grp嬨Gm,孔F 嬩嬩の
役割が，クーロン枝とヒッグス枝で入れ替わると説明されていたが，クーロン枝の数
学的な定義ではこの性質が数学的に厳密に確立されたわけである．

嬲嬮 群がトーラスの場合の例

前節の構成は，無限次元空間のホモロジーを使うもので，抽象的な構成に見えるか
もしれないので，孇がトーラスの場合に具体的に計算してみよう．

嬲嬮嬱嬮 トーラスの嬰表現の場合嬮 孇 嬽 C×とし，孎 嬽 嬰 とする．これは，一番自明な例で
ある．孎 嬽 嬰なので，Rはアファイン・グラスマン孇孲Gに他ならない．また孇孲C×は，整
数Zでパラメトライズされた離散的な空間になる．実際，g嬨z嬩 嬽 zn 嬨n ∈ Z嬩が対応する
点を表す．よって

HGO
∗ 嬨R嬩 嬽

⊕
n

HC×
∗ 嬨孰孴嬩

となる．HC×
∗ 嬨孰孴嬩 ∼嬽 H∗C×嬨孰孴嬩は，一変数の多項式環C孛w孝である．これが各整数nの上に

乗っているので，mの上の多項式とnの上の多項式を掛けるとどうなるかを，合成積の
定義に戻って計算する．表現 孎 嬽 嬰 のときは，合成積は幾何学的佐武対応のときと同
様に群の掛け算作用から決まるものを使って良い．従って

孇孲C× ×孇孲C× → 孇孲C× 嬻 z
m × zn 7→ zm+n

が，ホモロジー群に引き起こす押し出し準同型が∗に他ならない．するとmの上
のf嬨w嬩とnの上のg嬨w嬩を掛けたものは，m嬫nの上のf嬨w嬩g嬨w嬩になる．すなわち，n 嬽 嬱
の上の嬱嬨基本類に対応する嬩をxで表すと，

HGO
∗ 嬨R嬩 ∼嬽 C孛w, x±1孝 嬽 C孛A× A×孝

となる．従って，今の場合のクーロン枝はA× A×である．
もう一歩，精密に見るために孇はトーラス孔で，表現はやはり嬰であるとする．

孇孲Tは離散的な空間で，孈孯孭嬨C×,孔嬩でパラメトライズされている．従って，HTO
∗ 嬨R嬩 嬽⊕

λ∈Hom(C×,T) H
∗
T嬨孰孴嬩である．H

∗
T嬨孰孴嬩は，孔の孌孩孥環t上の多項式環C孛t孝である．一方，λに

対応する元をeλと書くと，上と同様にeλ ∗ eµ 嬽 eλ+µ となる．これは，孔の双対
孔∨ の指標 嬨孈孯孭嬨孔∨,C×嬩 嬽 孈孯孭嬨C×,孔嬩嬩 と見なすことができるから，クーロン枝
はt×孔∨ 嬽 T ∗孔∨である．
量子化は，w ∈ t∗ と eλ ∈ 孈孯孭嬨C×,孔嬩で生成され，関係式は ww′ 嬽 w′w嬬 eλeµ 嬽 eλ+µ

と
孛eλ, w孝 嬽 eλw − weλ 嬽 ~〈λ,w〉eλ

である．eλ をt上の~差分作用素 f 7→ f嬨•嬫 λ~嬩と見ることができるので，A~は，t上の
多項式係数~差分作用素のなす環に他ならない．上の関係式は，合成積の定義に従っ
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て容易にチェックできるが，上の説明とは異なり，単純に孇孲C× × 孇孲C× → 孇孲C× から
導かれる写像ではなく，説明をサボっている定義を原論文に従って使う必要がある．

嬲嬮嬲嬮 A型単純特異点嬮 次に孇はC×のままで嬬 表現を孎 嬽 C と標準表現に取ろう．
孇孲C×は上で説明したようにZでパラメトライズされる離散的な空間であり，Rは各整
数nの上にベクトル空間が乗っているものである．条件はg嬨z嬩 嬽 znによって原点に特
異点が生じないというものであるから，

R 嬽
⊔
n∈Z

znC孛z孝 ∩ C孛z孝 嬽
⊔
n∈Z

zmax(0,n)C孛z孝

である．各整数の上に乗っているものはベクトル空間であり，孔孨孯孭同型によりHGO
∗ 嬨R嬩 ∼嬽⊕

nH
∗
C×嬨孰孴嬩となる．すなわちベクトル空間としては，嬲嬮嬱の例と同じである．しかし合

成積は，嬲嬮嬱の例とはn > 嬰の上のホモロジー類とn < 嬰の上のホモロジー類の積が変わ
ってくる．定義を省略したので，最後の結果だけいうと，n 嬽 嬱の基本類とn 嬽 −嬱の
基本類を掛けたものが

zC孛z孝→ C孛z孝
の押し出し写像による，基本類の像になる．これは余次元嬱の部分空間であるから，同
変ホモロジー群の元としては，wを基本類に掛けたものになる．従って嬬 n 嬽 嬱の基本
類をx嬬 n 嬽 −嬱の基本類をyとすると，xy 嬽 wが成り立つ．この計算から

HGO
∗ 嬨R嬩 ∼嬽 C孛w, x, y孝/嬨w 嬽 xy嬩 ∼嬽 C孛x, y孝 嬽 C孛A2孝

が従う．よって今の場合のクーロン枝はA2である．
表現をウェイト嬱の一次元表現の`個の直和に取り替えると，最後の部分の計算
がz`C孛z孝 → C孛z孝の孰孵孳孨学孯孲孷孡孲孤に置き換わり，座標環はC孛w, x, y孝/嬨w` 嬽 xy嬩となる．こ
れは，A`−1型の単純特異点に他ならない．
量子化については，嬲嬮嬱に帰着させるのが分かりやすい．嬲嬮嬱の n 嬽 嬱の基本類を r1嬬

n 嬽 −嬱の基本類をr−1 とする．r1r−1 嬽 r−1r1 嬽 嬱であった．このとき x 嬽 w`r1嬬 y 嬽 r−1

により，A~ は嬲嬮嬱の A~ の部分環として実現される．従って，xy 嬽 w`嬬 yx 嬽 嬨w− ~嬩`と
なる．ポアソン括弧は，{x, y} 嬽 `w`−1である．

嬲嬮嬳嬮 トーリック超ケーラー多様体嬮 孇をトーラス孔とし，次の短完全列があるとする．

嬱→ 孔→ 嬨C×嬩n → 孔F → 嬱

ただし，孔Fはやはりトーラスであると仮定する．このとき，嬨C×嬩nの標準表現Cn を取
り，孔に制限して孎とおく．双対トーラスについての短完全列

嬱→ 孔∨F → 嬨C×嬩n → 孔∨ → 嬱

により，Cnは孔∨Fの表現となることに注意しよう．
このとき

定理 嬲嬮嬳嬮嬱 嬨孛孂孆孎嬱嬸嬬 §嬴嬨孶孩孩嬩孝嬩嬮 嬨孔,孎嬩 の定めるクーロン枝は，Cn ⊕ 嬨Cn嬩∗ の孔∨Fによる
ハミルトニアン簡約である．
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証明嬮 命題 嬱嬮嬸嬮嬱により，嬨孔,孎嬩の定めるクーロン枝は， 嬨嬨C×嬩n,Cn嬩 の定めるクーロ
ン枝の孔∨Fによるハミルトニアン簡約である．嬲嬮嬲により，後者のクーロン枝はCn ⊕
嬨Cn嬩∗である．さらに，孔∨Fの作用は，嬨嬨C×嬩n嬩∨ ∼嬽 嬨C×嬩n の作用の制限であるが，嬲嬮嬲の
計算から，嬨C×嬩nの作用は標準的なものであることも従う． �

また，嬱嬮嬴に注意すると，この主張は嬨孔∨F ,Cn嬩に付随するヒッグス枝が，嬨孔,孎嬩のク
ーロン枝に等しい，と言っているとも理解できる．
このような Cn ⊕ 嬨Cn嬩∗ をトーラスでハミルトニアン簡約して得られる多様体は，ト
ーリック超ケーラー多様体と言われている．箙多様体にもなっている特別な場合に
孛孇孯孴嬹嬲孝で調べられ，一般の場合に 孛孂孄嬰嬰孝により導入された．なお，先行研究を無視
し，ハイパートーリック多様体と，間違って呼ばれることが多いので注意が必要であ
る．

嬳嬮 局所化定理と古典的なクーロン枝

嬳嬮嬱嬮 トーラス固定点集合嬮 次に同変ホモロジー群の局所化定理を用いてHGO
∗ 嬨R嬩の解

析を行なおう．まず，同変ホモロジー群の一般的な性質からHGO
∗ 嬨R嬩 嬽 HTO

∗ 嬨R嬩Wに注
意しよう．ただし，孔の正規化群を N嬨孔嬩として，HTO

∗ 嬨R嬩にワイル群字 嬽 N嬨孔嬩/孔が
作用する．さらに，H∗T嬨孰孴嬩 の商体を 孆孲孡季H∗T嬨孰孴嬩とおくと，同変ホモロジー群の局所
化定理により

嬨嬵嬩 HTO
∗ 嬨R嬩⊗H∗T(pt) 孆孲孡季H

∗
T嬨孰孴嬩

∼嬽 HTO
∗ 嬨RT嬩⊗H∗T(pt) 孆孲孡季H

∗
T嬨孰孴嬩

となる．ただし，RTは固定点集合で，右辺から左辺への写像は，埋め込み写像 RT ↪→
Rが誘導するものである．
従って，固定点集合を決定することが重要である．

補題 嬳嬮嬱嬮嬱嬮 嬨嬱嬩 孇孲G の 孔作用に関する固定点集合は，孇孲T である．
嬨嬲嬩 Rの孔作用に関する固定点集合は，群 孔と表現 孎Tに対する三つ組の多様体であ
り，さらに孇孲T × 嬨孎T嬩O である．

証明嬮 嬨嬱嬩 孔の極大コンパクト部分群を孔cとすると，孔固定点集合と，孔c固定点集合は
同じである．さらに，同相 孇孲G ∼嬽 嬊孇c において，孔c の作用は嬊孇c 3 c嬨z嬩 7→ tc嬨z嬩t−1

で与えられる． 嬨z ∈ S1嬬 t ∈ 孔嬩 従って，固定点集合は，S1から孔への多項式写像
で，嬱を単位元に移すものの全体，嬊孔cに他ならない．同相 孇孲T ∼嬽 嬊孔cは，孇孲G ∼嬽
嬊孇cと季孯孭孰孡孴孩孢孬孥 で，固定点集合は孇孲Tである．

嬨嬲嬩 孎O嬬 孎K の孔固定点集合は，それぞれ嬨孎T嬩O嬬 嬨孎
T嬩K である．よって嬨嬱嬩と合わせ

て結論の前半を得る．また，孔の孎Tへの作用は自明であるから，後半を得る． �

孎Tは孔の自明表現で，クーロン枝には寄与せず，孎 嬽 嬰の場合の嬲嬮嬱と変わらない．
これを，嬨嬵嬩と合わせると

定理 嬳嬮嬱嬮嬲 嬨孛孂孆孎嬱嬸嬬 嬵嬮嬲嬱孝嬩嬮 埋め込み写像 RT ↪→ Rは，双有理写像
嬨嬶嬩 MC ≈ 嬨t×孔∨嬩/字

を誘導する．
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興味深いことに，物理では嬨嬶嬩の右辺は古典的なクーロン枝として現れ，MCはその
量子補正で得られる，と説明される．数学的な定義では，量子補正されたものが始め
から与えられる．
また，右辺は表現孎にはよらず，孇だけで決まっていることに注意しよう．
量子化されたクーロン枝A~の場合にも，同様に同変ホモロジーの局所化定理を適用
することができる．嬲嬮嬱において，t×孔∨の量子化としてt上の差分作用素の環が現われ
たことを思い出そう．これを局所化した有理関数係数の差分作用素の環に，A~が部分
代数として実現されることが従う． 嬨孛孂孆孎嬱嬸嬬 孒孥孭孡孲孫 嬵嬮嬲嬳孝参照．嬩

嬴嬮 箙ゲージ理論とそのクーロン枝

嬴嬮嬱嬮 一般化された横断切片嬮 現在のところ，クーロン枝の解析が一番進んでいるのは，
孇がトーラスの場合を除くと，箙ゲージ理論の場合である．これは，箙 Q 嬽 嬨Q0, Q1嬩
と，Q0嬭孧孲孡孤孥孤 な複素ベクトル空間の組V 嬽

⊕
i∈Q0

Vi嬬 W 嬽
⊕

i∈Q0
Wi に対して，

嬨嬷嬩 孇 嬽
∏
i∈Q0

孇孌嬨Vi嬩, 孎 嬽
⊕
h∈Q1

孈孯孭嬨Vo(h), Vi(h)嬩⊕
⊕
i∈Q0

孈孯孭嬨Wi, Vi嬩

と取るものである．ここで，h ∈ Q1は箙の辺で，孯嬨h嬩 はその出発点，孩嬨h嬩 は到着点を
表す．孇は孎に共役で作用し，孎は孇の表現と見ることができる．
このとき，嬱嬮嬴により嬨孇,孎嬩に付随するヒッグス枝は，孛孎孡孫嬹嬴孝で導入された箙多様
体に他ならない．

嬨孇,孎嬩の定めるクーロン枝は，QがADE型のときに孛孂孆孎嬱嬹孡孝で，アファインA型の
ときに 孛孎孔嬱嬷孝で，別の記述が与えられた．前者の結果を説明するために，記号の準備
を行う．
箙Qの向きを忘れ，ADE型のディンキン図式とみなし，対応する複素単純群で随
伴型のものをGで表す． i ∈ Q0に対応する基本余ウェイトを$i嬬 単純余ルートをαiと
書く． 2 上で与えられた V 嬬 W に対して，λ 嬽

∑
嬨孤孩孭Wi嬩$i嬬 µ 嬽 λ −

∑
嬨孤孩孭Vi嬩αiと

おく． Gのアファイン・グラスマン多様体を孇孲Gとし，支配的余ウェイトλに対応す

るGO軌道を 孇孲λG嬬 その閉包を孇孲
λ

Gで表す．すなわち嬱嬮嬱 の孇をGで置き換えたものであ

る．さらに µ も支配的と仮定する．µ ≤ λ となることから孇孲µG ⊂ 孇孲
λ

Gとなる．この

とき孛孂孆嬱嬴孝嬨孛孆孍嬹嬹孝も参照嬩により，孇孲µGの孇孲λG内の，ある標準的な横断切片が定義され
る．すなわち G孛z−1孝1を，z 嬽 ∞で値を取る準同型G孛z−1孝 → Gの核と定義したときに，

G孛z−1孝1z
µ ∩ 孇孲λGと取る．これをWλ

µで表す．µが支配的ではないときの定義は省略する

が，そのときWλ
µは一般化された横断切片と呼ばれる．

定理 嬴嬮嬱嬮嬱 嬨孛孂孆孎嬱嬹孡孝嬩嬮 嬨孇,孎嬩 の定めるクーロン枝は Wλ
µ と同型である．

クーロン枝の定義自体にアファイン・グラスマンが用いられるが，ここではクーロ
ン枝もアファイン・グラスマンと関係しているという結果である．二つのアファイン
・グラスマンは群が異なり，直接的な関係は見られない．

2幾何学的佐武対応により，Langlands双対G∨のウェイト，ルートと考えるので，添字∨はあえて省略
する．
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孛孋孲孹嬱嬸孝により，嬨嬱嬩の孲孥孰孥孬孬孩孮孧 孳孥孴 {x ∈ 孇孲
λ

G| 孬孩孭t→∞ ν嬨t嬩x 嬽 zµ} はWλ
µのラグランジ

アン部分多様体になる．µが支配的でない場合は，Wλ
µは孇孲Gの部分集合ではないので，

正確にはWλ
µのラグランジアン部分多様体と孲孥孰孥孬孬孩孮孧 孳孥孴が同型になる，という意味で

ある．

注 嬴嬮嬱嬮嬲嬮 上のクーロン枝の定義から現れるGは，ADE型，あるいはより一般の箙を考
えたとしても，対称な孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環に対応する群になる．孛孎字孡孲孝では，クーロン
枝の定義を修正することにより，BCFG型や，より一般の対称化可能な孋孡季嬭孍孯孯孤孹リ
ー環に対応するものを実現した．ポイントは 孇 のアファイン・グラスマン 孇孲G は，
一般線形群のアファイン・グラスマンの積

∏
i孇孲GL(Vi) であるが，各頂点 i ごとに異な

る形式的円盤を考えることである．すなわち iごとに変数zi を用意して，形式的円盤
Di 嬽 孓孰孥季C孛孛zi孝孝 を考える．カルタン行列 C 嬽 嬨aij嬩 が対称化可能であるとは，各iに対
して正整数 di が存在して diaij 嬽 djaji となるときをいうが，これに対応して zi の di

次被覆を z
1/di
i 嬽 z

1/dj
j のように関係させる．そこで 孈孯孭嬨Vi, Vj嬩 に対応する R の成分

を，被覆のアファイン・グラスマン上で考えることにより，クーロン枝の定義を変更
する．定理 嬴嬮嬱嬮嬱 は，GがBCFG型でも成立する．

今の場合は量子化されたクーロン枝A~は，シフトされたヤンギアンと呼ばれる代数
の商になる．嬨孛孂孆孎嬱嬹孡孝の孁孰孰孥孮孤孩學を参照．嬩 詳細は省略するが，定理 嬳嬮嬱嬮嬲のあとに
述べたA~ の有理関数係数差分作用素による実現を用いて，A~の生成元がシフトされ
たヤンギアンの定義関係式を満たすことにより証明される．

嬴嬮嬲嬮 ジョルダン箙と孄孁孈孁嬮 Qをジョルダン箙とする．すなわち，頂点は一つで，そ
の頂点を自分自身に結ぶ辺が一つあるものである．対応するゲージ理論は，V 嬬 Wを有
限次元複素ベクトル空間として 孇 嬽 孇孌嬨V 嬩嬬 孎 嬽 孅孮孤嬨V 嬩 ⊕ 孈孯孭嬨W,V 嬩と取ったもの
である．

定理 嬴嬮嬲嬮嬱 嬨孛孂孆孎嬱嬹孡嬬 子孲孯孰嬮 嬳嬮嬲嬴孝嬩嬮 孇 嬽 孇孌嬨V 嬩嬬 孎 嬽 孅孮孤嬨V 嬩 ⊕ 孈孯孭嬨W,V 嬩に対応する
クーロン枝は，曲面S` 嬽 {嬨x, y, z嬩 ∈ C3 | xy 嬽 z`} のn次対称積 Sn嬨S`嬩に等しい．ただ
し，` 嬽 孤孩孭W 嬬 n 嬽 孤孩孭Vである．

W 嬽 嬰 嬨` 嬽 嬰嬩 のときは，孎 嬽 gl嬨V 嬩なので，嬱嬮嬵の最後に出てきた例の，孇 嬽
孇孌嬨V 嬩の場合であり，S0 嬽 C × C×なので，t × 孔∨/字と同じになる．そこで言及した
ように，対応する量子化されたクーロン枝は，三角孄孁孈孁の孳孰孨孥孲孥孩季孡孬 孰孡孲孴になる．一
般のWについては，その拡張として次が分かる．

定理 嬴嬮嬲嬮嬲 嬨孛孋孎嬱嬸孝嬩嬮 ` ≥ 嬱 のとき，上の孇嬬 孎に対する量子化されたクーロン枝は，
孷孲孥孡孴孨積 Sn n 嬨Z/`Z嬩n ⊂ 孓孰嬨n嬩 に付随した有理孃孨孥孲孥孤孮孩孫代数の孳孰孨孥孲孩季孡孬 孰孡孲孴 に同型
である．

証明は，シフトされたヤンギアンの場合と同様に，有理差分作用素の環への埋め込
みを用いる．孄孁孈孁についての対応する埋め込みは，孄孥孭孡孺孵孲孥嬭孌孵孳孺孴孩孧作用素で実現
される．
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嬵嬮 量子化されたクーロン枝の表現

嬵嬮嬱嬮 季嬭ウェイト加群嬮 量子化されたクーロン枝A~ は，可換な部分代数 H∗G×C×嬨孰孴嬩を含

んでいたことを思い出そう．以下，~ 嬽 嬱と特殊化した A~|~=1 を考える．これを，Aで
表す．
H∗G嬨孰孴嬩 嬽 C孛t孝Wに注意しよう．

定義 嬵嬮嬱嬮嬱嬮 Aの表現 Mを考える．
嬨嬱嬩 Mの季嬭ウェイト空間とは，H∗G嬨孰孴嬩に関する同時一般化固有空間であって，嬰でな
いものをいう．このとき，同時固有値 λ ∈ 孈孯孭alg嬨H

∗
G嬨孰孴嬩,C嬩 嬽 孓孰孥季孭嬨H∗G嬨孰孴嬩嬩 嬽 t/字

をtにリフトしたものを季嬭ウェイトという．
嬨嬲嬩 Mが季嬭ウェイト加群であるとは，Mは季嬭ウェイト空間の直和に分解するときをい
う．

同時固有空間になっていることまでは課していないので，一般にH∗G嬨孰孴嬩の元 f は，
季嬭ウェイト空間に f嬨λ嬩 嬫 孮孩孬孰孯孴孥孮孴で作用していることに注意する．
また，孇の余ウェイトとMの季嬭ウェイトを，共にウェイトをつけて呼ぶのは混乱を
招きかねないように思うが，他の用語を思いつかないので，とりあえず後者には 季 を
つけて区別していることで十分であると諦めることにする．

補題 嬵嬮嬱嬮嬲嬮 Mが直既約であれば，Mが季嬭ウェイト λ嬬 µ を持つとすると，µ− λ嬬 正確に
はそれぞれをtにリフトしたものの差は，孔の余ウェイトである．

以下では，簡単のために λ 自身が孔の支配的余ウェイトである場合を考える．この
とき他の 季嬭ウェイトは，やはり孔の支配的余ウェイトである．この条件を外しても，
同様の考察は可能であるが，次の節の固定点集合の記述が面倒になる．
λが与えられたとき，孾λ 嬺 C× → 孔× C×を孾λ嬨τ嬩 嬽 嬨λ嬨τ嬩, τ嬩 によって定義する．

嬵嬮嬲嬮 固定点集合嬮 以下では，Aの季嬭ウェイト加群 M を幾何学的に解析する理論を紹介
する．これは，孇孩孮孺孢孵孲孧の合成積代数の解析の理論 孛孃孇嬹嬷孝を，無限次元多様体を用い
る孄孁孈孁の場合に修正した孛孖孖嬱嬰孝の枠組みに基づくものである．

この理論に現れるのは， T 嬽 孇K ×GO 孎O嬬 孎K の 孾λ嬨C×嬩固定点集合 T λ̃嬬 孎λ̃
K と，

射嬅嬺 T → 孎Kの制限 嬅λ̃ 嬺 T λ̃ → 孎λ̃
K である．

補題 嬵嬮嬲嬮嬱嬮 孾λ に関する 孇孲Gの固定点集合は，⊔
µ

{λ嬨z嬩−1g孛zµ孝 ∈ 孇孲G | g ∈ 孇}

となる．ここで，µは孇の支配的な余ウェイトである．zµ−λを含む連結成分は，µに対
応する放物部分群を子µとして，部分旗多様体 孇/子µに同型である．

証明嬮 孇孲G ∼嬽 嬊孇cを用いると，c嬨z嬩 ∈ 嬊孇cが固定されるのは，

λ嬨τ嬩c嬨zτ嬩c嬨τ嬩−1λ嬨τ嬩−1 嬽 c嬨z嬩

が，z ∈ S1嬬 τ ∈ S1について成り立つときである．これは，z 7→ λ嬨z嬩c嬨z嬩 が S1 → 孇cと
して群準同型であることに他ならない．群準同型は，支配的な µ 嬺 S1 → 孔cと 孇共役
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になるので，c嬨z嬩 嬽 λ嬨z嬩−1gµ嬨z嬩g−1 となる．また µは，孵孮孩孱孵孥である．これをアファ
イン・グラスマンの記法に直すと，上の主張になる．後半は，g孛zµ孝 嬽 孛zµ孝 となる gの
全体を求めればよく，これは子µに他ならない． �

次に，Tにおける固定点集合を求める．まず，孎Kにおける固定点を求めてみる．作
用は s嬨z嬩 7→ λ嬨τ嬩s嬨zτ嬩 で与えられるから，

孎λ̃
K
∼嬽 孎

である．ここで，右から左への同型は 孎 3 s 7→ s嬨z嬩 嬽 z−λs で与えられる．
上の補題においてg 嬽 嬱に対応する孇孲Gの固定点上のファイバーを考えると， 作用
がλ嬨τ嬩s嬨zτ嬩の代わりに µ嬨τ嬩s嬨zτ嬩となることに注意して，

{s嬨z嬩 ∈ 孎O | s嬨zτ嬩 嬽 τ−µs嬨z嬩} ∼嬽 {s ∈ 孎 | z−µs ∈ 孎O}
である．ここで，右から左への同型は，上と同様に s嬨z嬩 嬽 z−µs で与えられる． こ
の孎の部分空間を，孎µ

≤0 とおく．孎をµに関してウェイト空間分解したときに，ウェイ

トが非正のものの直和に他ならない．これは，子µ不変である． 従って

補題 嬵嬮嬲嬮嬲嬮 孾λ に関する固定点集合は，
嬨嬱嬩 孎Kについては，孎と同型である．
嬨嬲嬩 Tについては，

⊔
µ孇×Pµ 孎µ

≤0 と同型になる．嬅嬺 T → 孎Kの制限は，自然な写像

孇×Pµ 孎µ
≤0 → 孎嬻 孛g, s孝 7→ gsである．

孇×Pµ 孎µ
≤0 を T µ とおく．この設定で，合成積代数

嬨嬸嬩
∏
µ

⊕
µ′

H∗嬨T µ ×N T µ
′
嬩

を考えることができる．嬨µ嬬 µ′について無限和なので，単位元を持つように，
∏
嬬 ⊕ を

取る必要がある．嬩

定理 嬵嬮嬲嬮嬳 嬨証明の詳細は孛孎孡孫孯孮孝で発表予定嬩嬮 嬨嬱嬩環準同型A →
∏

µ

⊕
µ′ H∗嬨T µ×NT µ

′
嬩

が，幾何学的に構成できる．
嬨嬲嬩 季嬭ウェイト λ を持つ直既約 季嬭ウェイト加群 M は，上の環準同型を通じて得られ
る．

従って，季嬭ウェイト λ を持つ 季嬭ウェイト加群の表現論を調べるには，嬨嬸嬩の表現論を
調べればよいことになる．
嬱嬮嬲で紹介したように，T µ ×N T µ

′
は 孓孴孥孩孮孢孥孲孧多様体の類似物であり，合成積代数

は孇孩孮孺孢孵孲孧の理論 孛孃孇嬹嬷孝を用いて解析することができる．たとえば，次が分かる．

定理 嬵嬮嬲嬮嬴嬮 季嬭ウェイト λ を持つ既約 季嬭ウェイト加群 M は，射 T µ → 孎 によるT µの
定数層の孰孵孳孨学孯孲孷孡孲孤の分解の中にシフトを除いて現れる単純偏屈層の同型類と一対一
に対応する．ただし，後者では孇の支配的余ウェイトµをすべて動かす．

単純偏屈層をすべて決定することは，一般には難しい．しかし，特別なときは，す
でに調べられている空間が固定点集合として出てくることがありえる．たとえば，
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§嬴でW 嬽 嬰の場合には，固定点集合は本質的に孌孵孳孺孴孩孧が標準基底の定義に用いた空
間孛孌孵孳嬹嬱孝に他ならない．従って，合成積代数は孛孖孖嬱嬱孝より，孋孌孒代数である．よって
既約表現は，双対標準基底の元と一対一に対応する．
ジョルダン箙の場合には，λとして余ウェイトになっているものだけではなく，よ
り一般に，m ∈ Z>0に対して mλ が余ウェイトになっているものを考えるべきである．
この場合は，孾λ嬨τ嬩 嬽 嬨mλ嬨τ嬩, τm嬩に関する固定点集合を考える必要があり，すると頂点
がm個の巡回箙がジョルダン箙に代わって現れる．この場合はアファイン Am−1型の
双対標準基底との対応が従う．

嬶嬮 箙多様体とKac-Moodyリー環

§嬴の箙ゲージ理論の設定において，嬱嬮嬴のヒッグス枝を考えたものが，箙多様体に
ほかならない．箙多様体による 孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環の表現の構成については，以前
に孛孎孡孫嬰嬰孝で解説したが，幾何学的佐武対応との対比を明確にするために復習する．

嬶嬮嬱嬮 定義嬮 孇嬬 孎 を 嬨嬷嬩 のように取る．孍 嬽 孎 ⊕ 孎∗とする．嬱嬮嬴で注意したように，
圏論的商を用いたハミルトニアン簡約 µ−1嬨嬰嬩//孇 と，孇の乗法的指標 χ を取り，幾
何学的不変式論によって取った商を用いる µ−1嬨嬰嬩//χ孇 が定義される．自然な射影的
射π 嬺 µ−1嬨嬰嬩//χ孇 → µ−1嬨嬰嬩//孇 が定まる． χ が 孧孥孮孥孲孩季 であれば µ−1嬨嬰嬩//χ孇 は滑らか
であり，また多くの場合に π は特異点解消になることが知られている．

嬶嬮嬲嬮 箙多様体と可積分最高ウェイト表現嬮 さらに箙 Q は，頂点を自分自身に結ぶルー
プを持たないと仮定する．§嬴と同様に箙の辺の向きを忘れてディンキン図式を考え，
対応する対称な孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環を g で表す． Q0嬭孧孲孡孤孥孤 なベクトル空間 V 嬬 W に対
して余ウェイト λ嬬 µ を定理 嬴嬮嬱嬮嬱のように定める．以下では，しばらくg は対称であ
ると仮定するので，孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対も g となり，λ嬬 µ は gのウェイトであるとも考え
る．さらに二通りのハミルトニアン簡約 µ−1嬨嬰嬩//孇嬬 µ−1嬨嬰嬩//χ孇 をそれぞれ M0嬨λ, µ嬩嬬
Mχ嬨λ, µ嬩 で表す．さらに χ は 孇 嬽

∏
孇孌嬨Vi嬩 の行列式の積で与えられるとする．

定理 嬶嬮嬲嬮嬱 嬨孛孎孡孫嬹嬴嬬 孎孡孫嬹嬸孝嬩嬮 嬨嬱嬩 嬰 を 嬰 ∈ 孎⊕孎∗ に対応する M0嬨λ, µ嬩の点とする．こ

のとき Lχ嬨λ, µ嬩
def.
嬽 π−1嬨嬰嬩 は Mχ嬨λ, µ嬩 の嬨一般には特異点を持つ嬩ラグランジアン部分

多様体である．
嬨嬲嬩 Lχ嬨λ, µ嬩 の最高次のホモロジーの直和⊕

µ

Htop嬨Lχ嬨λ, µ嬩嬩

は，g の可積分最高ウェイト表現の構造を持つ．

gの可積分最高ウェイト表現は自動的に既約であり，整な支配的ウェイトが最高ウ
ェイトとなってパラメトライズされる．λ に対応する可積分最高ウェイト表現を V 嬨λ嬩
で表す．ウェイト分解を持ち， Vµ嬨λ嬩 をウェイト µ のウェイト空間とする．上の結果
においてHtop嬨Lχ嬨λ, µ嬩嬩 は Vµ嬨λ嬩 に対応する．
Htop嬨Lχ嬨λ, µ嬩嬩 は， Lχ嬨λ, µ嬩 の既約成分の基本類が与える基底を持つ．また，既

約成分の集合の和
⊔
µ 孉孲孲Lχ嬨λ, µ嬩 に，柏原の意味のクリスタルの構造を入れるこ
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とができ，さらに量子展開環の表現のクリスタルと同型になることが知られてい
る孛孋孓嬹嬷嬬 孓孡孩嬰嬲嬬 孎孡孫嬰嬱孝．ここで，柏原の意味のクリスタルの定義や，この結果の正確
な主張は説明しない．雑にいうと，Lχ嬨λ, µ嬩 のすべての既約成分を最高ウェイトベク
トル Lχ嬨λ, 嬰嬩 嬽 {嬰} から出発して，µ を動かしながら再帰的に構成することができる
ことを主張している．また，この構造が上の定理において，表現が最高ウェイトであ
ることの証明に使われる．
あとで解説する予想 嬷嬮嬱嬮嬲 と，上の定理 嬶嬮嬲嬮嬱とにおける，gの表現の構成の類似性を
明確にするために，表現がどのように定義されるのかを解説しよう．
孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環 g はディンキン図式の頂点 i に対応した生成元 ei嬬 fi および嬬 可換
なカルタン部分環 h で生成され，ある関係式で定義される． hの表現は，ウェイト µ，
すなわち Htop嬨Lχ嬨λ, µ嬩嬩 の Vi嬬 Wi の次元で決まる．
一方， ei嬬 fi はMχ嬨λ, µ嬩×Mχ嬨λ, µ−αi嬩 内の季孯孲孲孥孳孰孯孮孤孥孮季孥 で与えられる．ここで，
ウェイト µ− αi は，Q0嬭孧孲孡孤孥孤 ベクトル空間 V ⊕ Siから来ることに注意する．ただし
Si は頂点 i ∈ Q0 にのみ嬱次元ベクトル空間を持ち，他の頂点では 嬰 となる Q0嬭孧孲孡孤孥孤
ベクトル空間である．
さらに χi 嬺 G→ C× をj 6嬽 i の 孇孌嬨Vj嬩 の行列式の積として与えられる乗法的指標と
する．これに対応する幾何学的不変式論的な商Mχi嬨λ, µ嬩嬬 Mχi嬨λ, µ−αi嬩を取る．射影
的射 π は，Mχ嬨λ, µ嬩 →Mχi嬨λ, µ嬩 →M0嬨λ, µ嬩 のように分解し，Mχi嬨λ, µ− αi嬩 につい
ても同様である．さらに閉埋め込みMχi嬨λ, µ嬩 → Mχi嬨λ, µ − αi嬩 が存在する．これは，
V,Wに対して µ−1嬨嬰嬩 に入る 孎 ⊕孎∗ の元を，Si成分を 嬰にして拡張して，V ⊕ Si,W
に対応する元と見ることにより定められる．指標 χ の幾何学的不変式論の安定性の条
件は，この拡張の操作で保たれないので，Mχ嬨λ, µ嬩→Mχ嬨λ, µ− αi嬩という閉埋め込み
は定義されないが，χi に置き換えると，孷孥孬孬嬭孤孥嬌孮孥孤 になる．これは，χi の定め方に
より，孇孌嬨Vi嬩 については圏論的な商になっていることによる．
そこで，ファイバー積

Mχ嬨λ, µ嬩×Mχi (λ,µ−αi) Mχ嬨λ, µ− αi嬩,

を考える．ただし，Mχ嬨λ, µ嬩→Mχi嬨λ, µ−αi嬩は，Mχ嬨λ, µ嬩→Mχi嬨λ, µ嬩→Mχi嬨λ, µ−
αi嬩の合成である．これがMχ嬨λ, µ嬩×Mχ嬨λ, µ− αi嬩内のラグランジアン部分多様体であ
ることが知られている．
このファイバー積の中に，一つの既約成分 Pi嬨λ, µ嬩 がある．それは，おおざっぱに
いうと V ⊕ Si に対応する元 x′ を V に制限してできる V に対応してできる元を x と
して，組 嬨x, x′嬩 で与えられるものである．ただし，孇孌嬨Vi⊕Si嬩 の群の作用まで込めて
考えないといけないので，V への制限をどのように定義するのかは慎重に取り扱う必
要がある．その技術的な詳細は省略する．
さらに，各成分への射影 p1, p2 嬺 Pi嬨λ, µ嬩 → Mχ嬨λ, µ嬩嬬 Mχ嬨λ, µ − αi嬩 は固有であり，

従って嬬 線形写像

Htop嬨Lχ嬨λ, µ嬩嬩 � Htop嬨Lχ嬨λ, µ− αi嬩嬩

が，合成積 p2∗p
∗
1嬬 p1∗p

∗
2 によって定義される．符号を除いて，これが生成元の ei嬬 fi の

定義である．
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嬶嬮嬳嬮 箙多様体によるテンソル積嬮 定理 嬶嬮嬲嬮嬱 において構成されるのは，既約表現であ
る．次に，孌孵孳孺孴孩孧 孛孌孵孳嬹嬹孝 と 孖孡孲孡孧孮孯孬孯嬭孖孡孳孳孥孲孯孴 孛孖孖嬰嬲孝 の先行研究に動機付けされて
考えた，テンソル積表現の構成 孛孎孡孫嬰嬱孝 について解説する．
定理 嬶嬮嬲嬮嬱において最高ウェイト λ は 嬨孤孩孭Wi嬩i∈Q0 により与えられていたことを思
い出そう．Q0嬭孧孲孡孤孥孤 ベクトル空間の直和分解 W 嬽 W 1 ⊕W 2 を考える．嬨孤孩孭W 1

i 嬩 と
嬨孤孩孭W 2

i 嬩により，二つの整な支配的ウェイト λ1嬬 λ2 が対応する．以下では V 嬨λ1嬩 ⊗
V 嬨λ2嬩 を構成する．構成自体は，W 1嬬 W 2 を入れ替えると一見違うものになるが，テ
ンソル積 V 嬨λ1嬩 ⊗ V 嬨λ2嬩 は成分を入れ替えても同型になることに注意しよう．表現を
量子ループ代数 孕q嬨孌g嬩 に持ち上げると，テンソル積の成分の順序に依存するので，
幾何学的な構成が入れ替えについて対称ではないのは自然である．
嬱パラメータ変換群 ν 嬺 C× → 孇孌嬨W 嬩をν嬨t嬩 嬽 孩孤W 1 ⊕t 孩孤W 2 によって定義する．これ
を通じて C× が M0嬨λ, µ嬩嬬 Mχ嬨λ, µ嬩 に自然に作用する．そこで M0嬨λ, µ嬩 の 孡孴孴孲孡季孴孩孮孧
孳孥孴

嬨嬹嬩
Tν0嬨λ, µ嬩

def.
嬽
{
x ∈M0嬨λ, µ嬩

∣∣∣ 孬孩孭
t→0

ν嬨t嬩x が存在する
}
,

T̃ν0嬨λ, µ嬩
def.
嬽
{
x ∈M0嬨λ, µ嬩

∣∣∣ 孬孩孭
t→0

ν嬨t嬩x 嬽 嬰
}
.

を考え，そのπ による逆像を，それぞれ Tνχ嬨λ, µ嬩嬬 T̃
ν
χ嬨λ, µ嬩 で表す．

定理 嬶嬮嬳嬮嬱 嬨孛孎孡孫嬰嬱孝嬩嬮 嬨嬱嬩 T̃νχ嬨λ, µ嬩 は Mχ嬨λ, µ嬩 のラグランジアン部分多様体である．

嬨嬲嬩 T̃νχ嬨λ, µ嬩 の最高次のホモロジーの直和⊕
µ

Htop嬨T̃
ν
χ嬨λ, µ嬩嬩

は gの可積分表現の構造を持ち，二つの最高ウェイト表現のテンソル積 V 嬨λ1嬩⊗V 嬨λ2嬩
と同型である．

g の表現の構成は，定理 嬶嬮嬲嬮嬱と同様に合成積で与えられる．表現が正しい孠大きさ嬧

を持つことを確認するために， T̃νχ嬨λ, µ嬩 の既約成分を記述しよう．まず，ν固定点集

合 Mχ嬨λ, µ嬩
ν は

Mχ嬨λ, µ嬩
ν ∼嬽

⊔
µ=µ1+µ2

Mχ嬨λ
1, µ1嬩×Mχ嬨λ

2, µ2嬩

のように分解することを注意しよう．右辺から左辺への射は，孠直和嬧を取ることで証
明される．さらに，同型写像であることは，Mχ嬨λ, µ嬩が滑らかで，嬌孮孥 なモジュライ

空間であることを使って証明される．詳しくは 孛孎孡孫嬰嬱嬬 孌孥孭孭孡 嬳嬮嬲孝 を参照． T̃νχ嬨λ, µ嬩

の点について，極限 孬孩孭t→0 ν嬨t嬩x が存在し，それは ν固定点である．上の分解に従っ
て，次の分解が誘導される．

T̃νχ嬨λ, µ嬩 嬽
⊔

µ=µ1+µ2

T̃νχ嬨λ
1, µ1嬻λ2, µ2嬩.

すると T̃νχ嬨λ
1, µ1嬻λ2, µ2嬩は Lχ嬨λ

1, µ1嬩×Lχ嬨λ2, µ2嬩上のベクトル束であり，底空間への射

影は，極限 孬孩孭t→0 ν嬨t嬩xで与えられる．これは，元 xが短完全列嬰→ x2 → x→ x1 → 嬰
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で x1 ∈ Lχ嬨λ
1, µ1嬩嬬 x2 ∈ Lχ嬨λ

2, µ2嬩 となるものに対応し，ファイバーのベクトル空

間の構造は，孅學孴1 から来る． 孛孎孡孫嬰嬱嬬 孒孥孭孡孲孫 嬳嬮嬱嬶孝を参照．このとき，T̃νχ嬨λ, µ嬩 の既

約成分は T̃νχ嬨λ
1, µ1嬻λ2, µ2嬩の閉包であり，従って嬬 既約成分は

⊔
µ=µ1+µ2 孉孲孲Lχ嬨λ

1, µ1嬩 ×
孉孲孲Lχ嬨λ

2, µ2嬩 でパラメトライズされ，確かにテンソル積と同じ大きさを持っている．
例を与えよう．Qとして An−1 型のものを取り，V 嬽

⊕
Vi を Vi 嬽 C 嬨嬱 ≤ i ≤ n− 嬱嬩嬬

W 嬽
⊕

Wi を Wi 嬽 C 嬨i 嬽 嬱, n − 嬱嬩嬬 Wi 嬽 嬰 嬨嬱 < i < n − 嬱嬩 と取る．嬨n 嬽 嬲のと
きは W1 嬽 C2と取る．嬩 対応する箙多様体 M0嬨λ, µ嬩 は C2/嬨Z/nZ嬩嬬 すなわち An−1型

の単純特異点であり， Mχ嬨λ, µ嬩 はその極小特異点解消である．ラグランジアン部分
多様体 Lχ嬨λ, µ嬩 は n − 嬱個の複素射影直線のチェーンである．そこで W 嬽 W 1 ⊕W 2

嬨孤孩孭W 1 嬽 孤孩孭W 2 嬽 嬱嬩という分解を取る．固定点集合 Mχ嬨λ, µ嬩
ν は，n個の孤立した

点であり，射影直線の北極と南極であり，そのうちの 嬨n− 嬲嬩点は射影直線が交叉して

いるところで，残りの二点はチェインの両端にある． T̃νχ嬨λ, µ嬩 は，もう一つ余分な既

約成分を持つ．分解 W 嬽 W 1 ⊕W 2の取り方に応じて，両端のいずれかの点を通る直
線が付け加えられる．図 嬱では，点線で表されているのが付け加わった既約成分であ
る．
対応する表現は，slnのベクトル表現 Cn と双対表現 嬨Cn嬩∗ のテンソル積 Cn ⊗ 嬨Cn嬩∗

である．それは sln の随伴表現と自明表現の直和に分解するが，付け加えられた既約
成分が自明表現に対応する．

Figure 1. T̃νχ嬨λ, µ嬩

注 嬶嬮嬳嬮嬲嬮 定理 嬶嬮嬲嬮嬱 と定理 嬶嬮嬳嬮嬱 を合わせると

嬨嬱嬰嬩 Htop嬨T̃
ν
χ嬨λ, µ嬩嬩

∼嬽
⊕

µ=µ1+µ2

Htop嬨Lχ嬨λ
1, µ1嬩嬩⊗Htop嬨Lχ嬨λ

2, µ2嬩嬩

という表現の同型が存在することが従う．しかし，上の既約成分の一対一対応が与え
る線形写像は，一般に g の表現の同型を与えない．また，テンソル積表現は既約では
ないので，表現の同型の取り方は一意ではない．有限型の箙に付随した箙多様体の場
合は，一つのテンソル因子を最低ウェイト表現とみなすことにより，表現の同型写像
を指定することができた孛孎孡孫嬰嬱嬬 孔孨嬮 嬵嬮嬹孝． 孍孡孵孬孩孫嬭孏孫孯孵孮孫孯孶 孛孍孏嬱嬲孝 によって導入さ



嬲嬰 中島　啓

れた 孳孴孡孢孬孥 孥孮孶孥孬孯孰孥 の理論は，一般の箙多様体において，標準的な表現の同型を幾何
学的に与える．

注 嬶嬮嬳嬮嬳嬮 アファイン A 型のディンキン図式嬨より一般にディンキン図式がループを
持つ場合嬩に付随した箙多様体の場合は，別のタイプの M0嬨λ, µ嬩嬬 Mχ嬨λ, µ嬩 に作用す
る嬱パラメータ部分群がある．頂点を 嬰から n− 嬱に順番に Z/nZにより番号を付ける．
このとき 孈孯孭嬨Vn−1, V0嬩 ⊕ 孈孯孭嬨Vn−1, V0嬩

∗ の部分をスカラー倍することが，誘導する
M0嬨λ, µ嬩嬬 Mχ嬨λ, µ嬩 への作用である． この作用に関するMχ嬨λ, µ嬩 の固定点は，自然に
A∞ 型の箙多様体になる．頂点の番号づけを Z/nZ から Zに変えることにより，A∞型
の箙多様体になるが，番号づけを Z から Z/nZに変えることで与えられる A∞ 型箙多

様体からA
(1)
n−1 型箙多様体への写像が，固定点集合の埋め込みに対応する．

この作用に関して 孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴を考えると，リー環の準同型sln,aff → ĝl嬨∞嬩 が誘
導する表現が実現される．ここで後者は，無限サイズの行列 嬨aij嬩i,j∈Z 嬨aij 嬽 嬰 学孯孲
|i− j| � 嬰嬩 の全体の中心拡大のリー環である．

嬷嬮 Kac-Moodyリー環に対する幾何学的佐武対応

嬷嬮嬱嬮 クーロン枝と可積分最高ウェイト表現嬮 §嬴の箙ゲージ理論のクーロン枝 M嬨λ, µ嬩
に戻ろう．嬶嬮嬲と同様に，頂点を自分自身に結ぶループを持たないと仮定する．対応す
る孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環をgとする．注 嬴嬮嬱嬮嬲で説明したように，クーロン枝の定義を修正
することにより， gが対称とは限らない場合にも拡張しておく．
嬱嬮嬵で説明したように，クーロン枝は量子化から誘導されるポアソン括弧と，非
特異部分の上にシンプレクティック形式を持つ．一般に，クーロン枝の特異点
は孂孥孡孵孶孩孬孬孥の意味での孳孹孭孰孬孥季孴孩季な特異点であると期待されている．これは箙ゲー
ジ理論のクーロン枝の場合には正しい孛字孥孥嬲嬰孝．特に，M嬨λ, µ嬩は有限個の孳孹孭孰孬孥季孴孩季
孬孥孡学 からなる自然な孳孴孲孡孴孩嬌季孡孴孩孯孮 を持つ．
箙Qが有限型の場合には，この孳孴孲孡孴孩嬌季孡孴孩孯孮はM嬨κ, µ嬩 の非特異集合Ms嬨κ, µ嬩 を用
いて

M嬨λ, µ嬩 嬽
⊔
Ms嬨κ, µ嬩

で与えられる．ここで κ は λ ≥ κ ≥ µ を満たす支配的余ウェイトを走る孛孍字嬱嬹孝．
Qがアファイン型のときには次のようになることが予想されており，アファインA型
のときには正しいことが示されている孛孎孔嬱嬷孝．

嬨嬱嬱嬩 M嬨λ, µ嬩 嬽
⊔
κ,k

Ms嬨κ, µ嬩× Sk嬨C2 \ {嬰}/嬨Z/`Z嬩嬩

ここで， k 嬽 孛k1, k2, . . . 孝 は分割であり， κはλ− |k|c ≥ κ ≥ µを満たす余ウェイトであ
る．嬨ここで，c はアファイン・リー環の標準的な中心元である．嬩 簡単のためにλ嬬 µ
のレベル`が 嬱 より大きいと仮定しているが，レベルが嬱のときの記述もほぼ同様であ
る．
一般の箙ゲージ理論のクーロン枝の孳孴孲孡孴孩嬌季孡孴孩孯孮の場合に，嬨嬱嬱嬩の対称積の一般化と
して，どんなものが生じるかは分かっていないが，ヒッグス枝M0嬨λ, µ嬩の孳孴孲孡孴孩嬌季孡孴孩孯孮は孛孃孂嬰嬱孝に
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よって決定されており， 孳孴孲孡孴孡は一対一に対応しているのではないだろうかと，期待
されている．

嬶嬮嬲において，行列式の積で与えられる指標 χ 嬺 孇 → C× を選んでいたことを思
い出そう．誘導する準同型 π1嬨χ嬩 嬺 π1嬨孇嬩 → π1嬨C×嬩 と，そのポントリャーギン双
対 π1嬨χ嬩

∧ 嬺 π1嬨C×嬩∧ → π1嬨孇嬩∧を考える． 嬱嬮嬷 により，π1嬨孇嬩∧ は M嬨λ, µ嬩に作用する．
箙ゲージ理論の場合には π1嬨孇嬩∧ 嬽 嬨C×嬩nである．嬨簡単のため，すべての i につい
てVi 6嬽 嬰と仮定する．嬩 同型 π1嬨C×嬩∧ 嬽 C×を通じて， π1嬨χ嬩

∧ を π1嬨孇嬩∧ 嬽 嬨C×嬩n内
の嬱パラメータ変換群とみなし，さらにπ1嬨χ嬩

∧をχ で簡潔に表すことにする．
次の結果は，有限型のときは 孛孋孲孹嬱嬸孝，アファインA型のときは 孛孎孔嬱嬷嬬 子孲孯孰嬮 嬷嬮嬳嬰孝

嬨孛孎孡孫孡孲嬬 子孲孯孰嬮 嬴嬮嬱孝も参照嬩において証明され，一般の場合にも成り立つと予想されてい
る．

予想 嬷嬮嬱嬮嬱嬮 固定点集合M嬨λ, µ嬩χは，空集合か，もしくは一点である．

嬨嬹嬩の類似として，次の孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴を考えよう．

Aχ嬨λ, µ嬩
def.
嬽
{
x ∈M嬨λ, µ嬩

∣∣∣ 孬孩孭
t→0

χ嬨t嬩xが存在する
}
.

上の予想により，チルダ付きのバージョンと，なしのものは同じであることに注意し
よう．

孛孂孆孎嬱嬹孡孝で提唱された孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環に関する幾何学的佐武対応は，次の予想で
ある．

予想 嬷嬮嬱嬮嬲嬮 嬨嬱嬩 Aχ嬨λ, µ嬩 と各孳孹孭孰孬孥季孴孩季 孬孥孡学の共通部分は，空集合であるか，もしくは
ラグランジアン部分多様体である．

嬨嬲嬩 最高次のホモロジー群の直和⊕
µ

Htop嬨Aχ嬨λ, µ嬩嬩

は，孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環 g の孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対g∨ の，最高ウェイトがλの可積分最高ウェイ
ト表現の構造を持つ．

孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環 g の孌孡孮孧孬孡孮孤孳双対 g∨ は，gのカルタン行列を転置行列で取り替
えて定まるものとして定義する．
この予想は，g が有限次元の場合は，通常の幾何学的佐武対応に帰着させるこ
とにより， 孛孋孲孹嬱嬸孝で証明された．ポイントは定理 嬴嬮嬱嬮嬱のあとで注意したように，
Aχ嬨λ, µ嬩が，嬨嬱嬩と同型であることである．アファインA型のときは孛孎孡孫孡孲孝において証
明された．
すでに言及したとおり，予想 嬷嬮嬱嬮嬲と定理 嬶嬮嬲嬮嬱の主張は，形式的にはよく似ている．
この類似は生成元 ei嬬 fi嬬 h の定義の仕方にも見られる．カルタン部分環の元h は次元
ベクトルにより定められる．すなわち Htop嬨Aχ嬨λ, µ嬩嬩 が，ウェイト空間 Vµ嬨λ嬩 に対応
するように定められる．一方ei嬬 fi は，定理 嬶嬮嬲嬮嬱の構成に現れた指標 χi に付随した多
様体を調べることにより次のように定義される．χiによる固定点集合 M嬨λ, µ嬩χi と，

その 孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴 Aχi嬨λ, µ嬩
def.
嬽
{
x ∈M嬨λ, µ嬩

∣∣ 孬孩孭t→0 χi嬨t嬩xが存在する
}
を考える．極

限孬孩孭t→0 χ嬨t嬩·を取ることにより，写像 Aχi嬨λ, µ嬩→M嬨λ, µ嬩χiが定まることに注意する．
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さらにAχ嬨λ, µ嬩内のχi固定点集合 Aχ嬨λ, µ嬩
χi を考える．これは，M嬨λ, µ嬩χi 内のχに関

する 孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴 とも同じである．すると，もともとの孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴は，ファイバー
積

嬨嬱嬲嬩 Aχ嬨λ, µ嬩 嬽 Aχ嬨λ, µ嬩
χi ×M(λ,µ)χi Aχi嬨λ, µ嬩

として実現されることが分かる．
次に，M嬨λ, µ嬩χi は空集合か，もしくはA1型の箙ゲージ理論のクーロン枝MA1嬨λ

′, µ′嬩
と同型であることが予想できる．ここで，µ′ 嬽 〈µ, αi〉 であり，λ′ は説明しないが，
ある余ウェイトである．したがって，Aχ嬨λ, µ嬩

χi はA1型の箙ゲージ理論のクーロン枝
の孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴になる．
この記述が得られると，ei嬬 fi を A1 すなわち sl嬨嬲嬩 の場合に帰着させて定義するこ
とができる．この方法は，定理 嬶嬮嬲嬮嬱における構成と形式的に似ている． ei嬬 fi の正確
な定義のためには，元々の幾何学的佐武対応のときと同じように，M嬨λ, µ嬩の偏屈層
上の双曲制限関手を使う必要があるが，この論説ではこれ以上の詳細には入らないも
のとする．⊕

µHtop嬨Aχ嬨λ, µ嬩嬩は Aχ嬨λ, µ嬩の既約成分の基本類が与える基底を持つことに注意し

よう．上と同様の A1 型箙ゲージ理論への帰着により，既約成分の集合
⊔
孉孲孲Aχ嬨λ, µ嬩に

柏原のクリスタルの構造が入り，さらにそれは孋孡季嬭孍孯孯孤孹リー環 g∨ の量子展開
環孕q嬨g

∨嬩の可積分最高ウェイト表現の結晶基底のクリスタルに同型になることが
期待される．有限型のときは 孛孋孲孹嬱嬸孝，アファインA型のときは孛孎孡孫孡孲嬬 §嬵嬨孶孩嬩孝において
証明されている．

嬷嬮嬲嬮 クーロン枝によるテンソル積嬮 嬶嬮嬳において，分解W 嬽 W 1 ⊕W 2に付随した嬱パラ
メータ変換群ν 嬺 C× → 孇孌嬨W 嬩を取ったことを思い起こそう．これは嬱嬮嬸で説明したゲ
ージ理論のフレーバー対称性の例と理解することができる．実際，上の分解と整合的
なWiの基底を取り，孇孌嬨Wi嬩の対角行列の全体 T 嬨Wi嬩 を取って， 孾孇 嬽 孇×

∏
i T 嬨Wi嬩と

すると，嬨嬷嬩の孎は 孾孇の表現に拡張される．そこで， ν を 嬨 孾孇/孇嬩∨の指標と思って，
嬱嬮嬸の構成を適用することができる．従って，運動量写像のレベルをνにとる変形や，
部分特異点解消を考えることができる．ここでは，変形の方を考えて Mν嬨λ, µ嬩 で表
そう．

嬶嬮嬳と同様に，嬨孤孩孭W 1嬩嬬 嬨孤孩孭W 2嬩に対応する支配的余ウェイトを λ1嬬 λ2 で表そう．
予想 嬷嬮嬱嬮嬱と同様に次が期待される．

予想 嬷嬮嬲嬮嬱嬮 固定点集合Mν嬨λ, µ嬩χは，有限集合であり
⊔
µ=µ1+µ2M嬨λ1, µ1嬩χ×M嬨λ2, µ2嬩χ

との間に自然な一対一対応を持つ．

予想 嬷嬮嬱嬮嬱によりM嬨λ, µ嬩χ は空集合か一点であり，予想 嬷嬮嬱嬮嬲と組み合わせれば，一
点である必要十分条件はVµ嬨λ嬩 6嬽 嬰である．従って，上の予想はMν嬨λ, µ嬩χ が空でない
必要十分条件は，µがテンソル積V 嬨λ1嬩⊗V 嬨λ2嬩のウェイトであることを主張している．
次の孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴を考えよう．

Aν
χ嬨λ, µ嬩

def.
嬽
{
x ∈Mν嬨λ, µ嬩

∣∣∣ 孬孩孭
t→0

χ嬨t嬩xが存在する
}
.

次の予想は，表現のテンソル積の実現を与える．
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予想 嬷嬮嬲嬮嬲嬮 Aν
χ嬨λ, µ嬩の最高次ホモロジー群の µに関する直和⊕

µ

Htop嬨A
ν
χ嬨λ, µ嬩嬩

は，g∨ の可積分表現の構造を持ち，それはテンソル積表現V 嬨λ1嬩 ⊗ V 嬨λ2嬩と同型であ
る．

形式的には，この予想は定理 嬶嬮嬳嬮嬱の類似である．
予想 嬷嬮嬱嬮嬲と同様に，有限型かアファインA型のときは予想は正しい． 嬨孛孎孡孫孡孲嬬 孃孯孲嬮

嬴嬮嬹孝を参照せよ．嬩
アファインA型の場合，注 嬶嬮嬳嬮嬳で説明した，ループが定める嬱パラメータ部分群をフ
レーバー対称性として使うことにより，M嬨λ, µ嬩 の変形や部分特異点解消を考えるこ
とができる．上の予想の類似として，変形において孡孴孴孲孡季孴孩孮孧 孳孥孴を考えることによっ

て，sln,aff → ĝl嬨∞嬩が誘導する表現が実現される．これは技術的な注意であるが，生成
元ei嬬 fiが定義関係式を満たすことの証明を，有限A型の場合に帰着させるために用い
られる．
謝辞 本稿を執筆する機会を提供してくださった孠数学嬧編集部の皆様に御礼を申し上
げます．また，原稿を精読し多くの有意義なご意見と指摘をしていただいた査読者の
方々に感謝申し上げます．
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101-102 (1983), 208–229.

[Lus91] G. Lusztig, Quivers, perverse sheaves, and quantized enveloping algebras, J. Amer. Math. Soc.
4 (1991), no. 2, 365–421.

[Lus99] , Bases in equivariant K-theory. II, Represent. Theory 3 (1999), 281–353.
[MO12] D. Maulik and A. Okounkov, Quantum Groups and Quantum Cohomology, ArXiv e-prints

(2012), arXiv:1211.1287 [math.AG].
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[Nak01] , Quiver varieties and tensor products, Invent. Math. 146 (2001), no. 2, 399–449.
[Nak16a] , Towards a mathematical definition of Coulomb branches of 3-dimensional N = 4

gauge theories, I, Adv. Theor. Math. Phys. 20 (2016), no. 3, 595–669, arXiv:1503.03676

[math-ph].
[Nak16b] , Introduction to a provisional mathematical definition of Coulomb branches of

3-dimensional N = 4 gauge theories, 第61回代数学シンポジウム報告集 (2016),
arXiv:1612.09014 [math.RT].

http://arxiv.org/abs/1407.0964
http://arxiv.org/abs/1208.3863
http://arxiv.org/abs/alg-geom/9511007
http://arxiv.org/abs/1608.00875
http://arxiv.org/abs/1709.00391
http://arxiv.org/abs/1211.1287
http://arxiv.org/abs/1902.09771
http://arxiv.org/abs/1503.03676
http://arxiv.org/abs/1503.03676
http://arxiv.org/abs/1612.09014


クーロン枝と幾何学的佐武対応 嬲嬵

[Nak18] , Introduction to a provisional mathematical definition of Coulomb branches of 3-
dimensional N = 4 gauge theories, Modern Geometry: A Celebration of the Work of Simon
Donaldson, Proc. of Symp. in Pure Math., vol. 99, Amer. Math. Soc., 2018, pp. 193–211,
arXiv:1706.05154 [math.RT].

[Nakar] , Towards geometric Satake correspondence for Kac-Moody algebras – Cherkis bow
varieties and affine Lie algebras of type A, Annales Sci. de l’ecole norm. sup. (to appear),
arXiv:1810.04293, arXiv:1810.04293 [math.RT].

[Nakon] , Modules of quantized Coulomb branches, in preparation.
[NT17] H. Nakajima and Y. Takayama, Cherkis bow varieties and Coulomb branches of quiver gauge

theories of affine type A, Selecta Mathematica 23 (2017), no. 4, 2553–2633, arXiv:1606.02002
[math.RT].

[NWar] H. Nakajima and A. Weekes, Coulomb branches of quiver gauge theories with symmetrizers, J.
of Euro. Math. Soc. (to appear), arXiv:1907.06552, arXiv:1907.06552 [math.QA].

[OY16] A. Oblomkov and Z. Yun, Geometric representations of graded and rational Cherednik algebras,
Adv. Math. 292 (2016), 601–706, arXiv:1407.5685 [math.RT].

[PS86] A. Pressley and G. Segal, Loop groups, Oxford Mathematical Monographs, The Clarendon
Press, Oxford University Press, New York, 1986, Oxford Science Publications.

[Sai02] Y. Saito, Crystal bases and quiver varieties, Math. Ann. 324 (2002), no. 4, 675–688.
[Tel22] C. Teleman, Coulomb branches for quaternionic representations, arXiv e-prints (2022),

arXiv:2209.01088, arXiv:2209.01088 [math.AT].
[VV02] M. Varagnolo and E. Vasserot, Standard modules of quantum affine algebras, Duke Math. J.

111 (2002), no. 3, 509–533.
[VV10] M. Varagnolo and E. Vasserot, Double affine Hecke algebras and affine flag manifolds, I, Affine

flag manifolds and principal bundles, Trends Math., Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel,
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