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C[x] := C[x1, . . . , xn] を C 上の n 変数多項式環とする．AutC C[x] を C 代数 C[x]

の自己同型群とする．各 ϕ ∈ AutC C[x] は，ϕ(x1), . . . , ϕ(xn) により一意的に定まるの

で，ϕ = (ϕ(x1), . . . , ϕ(xn))と表す．

ϕ ∈ AutC C[x] がアフィン自己同型であるとは，ϕ(x1), . . . , ϕ(xn) が全て一次式のと

きに言う．アフィン自己同型全体の集合を Affn(C)と書く．ϕ ∈ AutC C[x]が基本自己

同型であるとは，ある i ∈ {1, . . . , n} と p ∈ C[x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn] が存在して，

ϕ = (x1, . . . , xi−1, xi + p, xi+1, . . . , xn) が成り立つときにいう．基本自己同型全体の集

合を En(C)と書く．Tn(C) := ⟨Affn(C) ∪ En(C)⟩を AutC C[x]の順部分群という．

基本自己同型 σ = (x1 + x2
2, x2, . . . , xn) ∈ AutC C[x]に対して，次が成り立つことが

知られている ([3], Theorem 5.2.1を参照).

定理 1（Derksen） n ≥ 2のとき，⟨{σ} ∪Affn(C)⟩ = Tn(C)が成り立つ．

定理 1の一般化として，Edoによって次の定義が与えられた．

定義 2（Edo [2]） ϕ ∈ AutC C[x]とする．⟨{ϕ} ∪ Affn(C)⟩ ⊃ Tn(C)が成り立つとき，

ϕを余順自己同型という．

以下，n = 4とし，

q := x1x4 − x2x3, C[SL2] := C[x]/(q − 1)C[x]

と定義する．AutC C[SL2] を SL2(C) の座標環 C[SL2] の自己同型群とする．各 ϕ ∈

AutC C[SL2]は，ϕ(x1), . . . , ϕ(x4)により一意的に定まるので，ϕ =

(
ϕ(x1) ϕ(x2)

ϕ(x3) ϕ(x4)

)
と表す．以下では，f ∈ C[SL2]を単に f と書く．

Aを， AutCC[SL2]の元で，各成分の代表元として，一次斉次式をとることができる

もの全体の集合とする．各 P (x2, x4) ∈ C[x2, x4]に対し，

E1
3(P (x2, x4)) :=

(
x1 + x2P (x2, x4) x2

x3 + x4P (x2, x4) x4

)
∈ AutC C[SL2]

1



と定義し，
E1
3 :=

{
E1

3(P (x2, x4))
∣∣P (x2, x4) ∈ C[x2, x4]

}
とおく．同様に E2

4 , E12, E34 を定め，E := E1
3 ∪ E2

4 ∪ E12 ∪ E34 とする．Arzhantsev-

Găıfullin [1], Lamy-Vénéreau [4]は，C[SL2]の順自己同型の定義を与えた．

定義 3（Arzhantsev-Găıfullin [1], Lamy-Vénéreau [4]） T := ⟨E ∪A⟩を AutC C[SL2]の

順部分群といい，T の元を C[SL2]の順自己同型という．

Arzhantsev-Găıfullin [1], Lamy-Vénéreau [4]は，順自己同型でない C[SL2]の自己同型

が存在することを示した．

本修士論文の主結果は，C[SL2] の余順自己同型を定義し，その存在を示したことで

ある．

定義 4 σ ∈ AutC C[SL2]とする．⟨{σ} ∪ A⟩ ⊃ T が成り立つとき，σ をC[SL2]の余順

自己同型という．

定理 5 E1
3(x2) =

(
x1 + x2

2 x2

x3 + x2x4 x4

)
は C[SL2]の余順自己同型である．
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