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記号の設定
環Rとその上の加群M に対して次の記号を用いる.

・N：自然数全体のなす集合.

・N0：非負整数全体のなす集合.

・Z：整数全体のなす集合.

・Pi(R)：Rの直交原始冪等元の完全系.

・ J(M)：M のジャコブソン根基.

・ Jk(M)：M の k-thジャコブソン根基.

・ S(M)：M の底.

・ length(M)：加群の長さ.

・Mn：N 3 n個のM の直和.

・ pdM：M の射影次元.

・ModR：右R-加群の圏.

・modR：有限生成右R-加群の圏.

・ addM：M の有限個の直和の直和因子を対象とするmodRの充満部分圏.

・D(−) = HomK(−,K)：K-双対.

・Tn(R)：R上の n次の上半三角行列環.

・ 〈a〉ij：(i, j)-成分が aで, 他の成分が 0である行列.

この報告書では多元環は常に代数閉体K上の有限次元多元環を意味するとする. また加
群は注意しない限り右加群を考えているとし, 準同型は左から作用させるものとする.
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以下の図形をDynkin図形と呼ぶ.

・ k ≥ 1とする. 頂点を k個もつ次の図形をAkで表わす.

• • • · · · · · · •

・ k ≥ 1とする. 頂点を k個もつ次の図形をDkで表わす.

• • • · · · · · · •

•

・次の図形をE6で表わす.

• • • • •

•

・次の図形をE7で表わす.

• • • • • •

•

・次の図形をE8で表わす.

• • • • • • •

•
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序文
私は修士課程１年次に自主学習としてアルティン環に関する本である [6]の一部を読み,
原田環と呼ばれるアルティン環について勉強した. [6]はアルティン環に関する最近の話題
が書かれた本である. 私自身学部のときから環論, 特にアルティン環に興味を持っていた
ので, [6]を読むことにしたのである. 修士課程２年次では少人数クラスで多元環の表現論
の基礎について学んだ. テキストは [4]で, ここ３０年の間に確立されたクイバーと呼ばれ
る道具を用いた多元環の解析手法を中心とする本である. 私はこれらを学習して, 多元環
の表現論で学んだ道具を用いて原田多元環を調べてみたいと考えた. そこで私は修士課程
２年次の自主学習として, 原田多元環を多元環の表現論の手法を用いて調べた. この修士
論文はその研究によって得られた新しい結果を述べることを目的としている.

昔から調べられている二つのアルティン環がある. 一つは中山環と呼ばれるアルティン
環で, もう一つは準フロベニウス環と呼ばれるアルティン環である. アルティン環Rが中
山環であるとは, 任意の原始冪等元 e ∈ Rに対して, R-加群 eRとRop加群Reは唯一つの
組成列をもつときをいう. 例えば体上の上半三角行列環が代表例である. アルティン環R

が準フロベニウス環 (自己移入多元環を含む)であるとは, Rが右加群として移入的かつ左
加群として移入的であるときをいう. 例えば体上の有限群の群環が代表例である. これら
二つのアルティン環は中山正 [18, 19]によって導入されて以来, 数多くの研究者によって
調べられており, [13, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31]や他多数の文献で, その構造論や加群論が
述べられている.

1970年代後半に原田学は [9]の中で, 後に原田環と呼ばれることになるアルティン環を
定義した. 原田環は上で述べた中山環と準フロベニウス環を同時に一般化した環であると
いえる.

定義 Rを基本的なアルティン環とする. Pi(R)を次のように並べることができるとき, R
を原田環という.

Pi(R) = {eij}mi=1,
ni
j=1

(a) ei1Rは右移入R-加群である. (1 ≤ i ≤ m)

(b) ei,j+1R ' J(eijR)である. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni − 1)

但し本論文で用いるこの定義は, 原田 [9]による定義ではなく, 後に示された同値条件であ
ることを注意しておく.

例を用いてこの条件を説明しよう. Rを基本的な準フロベニウス環とし, その直交原始
冪等元の完全系を {f1, f2}とする. このときRは次の形に行列表示できる.

R =

(
f1Rf1 f1Rf2

f2Rf1 f2Rf2

)
=:

(
Q A

B W

)
.

Q,W のジャコブソン根基をそれぞれ J,Kとおく. Rの行列表示を次のように拡大するこ
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とにより, 新しい環 P を構成する.

P = R(3, 2) =


Q Q Q A A

J Q Q A A

J J Q A A

B B B W W

B B B K W


このような拡大の仕方をブロック拡大といい, この場合R(3, 2)で表す. ブロック拡大をし
て作った P は通常の行列の演算によって環をなしており, 直交原始冪等元の完全系として
次がとれる.

{ei = 〈1〉ii | 1 ≤ i ≤ 5}

しかも P は基本的なアルティン環であることがわかる. この P は上で述べた (a),(b)の条
件をみたすことを確かめる. まずRが自己移入的であることから,

e1P = ( Q Q Q A A ) , e4P = ( B B B W W )

は移入右 P -加群である (これは明らかではないことを注意しておく). 次に e2P, e3P, e5P

を見ると以下の包含関係が成り立っている.

e1P = ( Q Q Q A A ) ⊃ e2P = ( J Q Q A A ) ⊃ e3P = ( J J Q A A )

e4P = ( B B B W W ) ⊃ e5P = ( B B B K W )

従って次を得る.

(a) e1P , e4P は移入右 P -加群である.

(b) e2P ' J(e1P ), e3P ' J(e2P ), e5P ' J(e4P )である.

以上から P は原田環である. 原田環は中山環と準フロベニウス環の一般化であると述べた
が, (a),(b)の条件からそのことが理解できると思う.

以上, 原田環の一例を挙げたが, 実は一般に準フロベニウス環のブロック拡大は原田環
になることが示される. さらにそれを特別なイデアルで割り, 上階段型剰余環と呼ばれる
剰余環をつくることで, より多くの原田環が構成できる.
任意の原田環はこの方法で構成される. つまり次の定理が示されている.

原田環の構造定理 ([27]) 任意の基本的な原田環はある準フロベニウス環のブロック拡大
の上階段型剰余環と同型である.

この定理は原田環の研究における重要な結果で, 原田環と準フロベニウス環が構造的に
深い関係にあることを示している. 他にも原田環と準フロベニウス環に中山環を加えた三
者の関係は [6, 22, 23, 24, 27]等で調べられている.
原田環はこれまでアルティン環の研究者によってその構造論が研究されていたが, 以下
に述べる多元環の表現論の道具を用いての研究は未だされていなかった. そこで私は多元
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環の表現論の道具を用いることで, 原田環の表現論的研究を試みたのである. 本論文では,
その成果を報告する.

クイバーを用いた多元環の表現論について少し述べよう. 三つの代表的な道具, クイバー
と関係式, AR-クイバー, そして傾加群について述べる.
多元環の表現論におけるクイバーと関係式は 1970年代にGabrielによって導入された多
元環の研究道具である. 多元環の研究にクイバーを用いることには, 三つの大きな利点が
ある. 一つ目は与えられた多元環をクイバーと関係式で表示することにより, その環の構
造を視覚的に捉えることができる点である. 二つ目は多元環上の加群をその多元環のクイ
バーを用いて表現することができ, 加群に関する種々の計算を線型代数的手法に帰着でき
る点である. 三つ目はクイバーと関係式を与えることにより, 容易に環の具体例を作り出
すことができる点である. 一つ目と二つ目の利点から現在では, 与えられた多元環を調べ
る際にその環のクイバーと関係式による表示を求めることは, 最初に行うべき計算となっ
ている.
環の表現論の一つの目的は環上の加群を分類することであったが, 現在ではより強く, 環
上の加群圏の構造を明らかにすることが環の表現論の一つの目的である. 多元環において
は, 1970年代にAuslander, Reitenによって既約写像や概分裂完全列の概念が導入されて
から, 有限生成加群圏の記述が可能になった. 有限生成加群の基本単位は有限生成直既約
加群であることがKrull-Schmidtの定理としてよく知られている. 一方, 既約写像は有限生
成直既約加群の間の準同型の基本となる写像であり, 有限生成加群の間の準同型を知るに
は既約写像を知ることが重要である. これより有限生成加群圏を記述する新しいクイバー
が定義される. 頂点を有限生成直既約加群の同型類とし, 矢を既約写像としたクイバーで
ある. このクイバーをAR-クイバーという. AR-クイバーを描くことは概分裂完全列を用
いることにより可能となる. AR-クイバーは有限生成加群圏を視覚的に捉えるのを可能に
するに止まらず, 様々な応用 ([14, 15, 16, 29, 30])が存在し, 多元環の研究に不可欠な道具
になっている.
与えられた多元環Rについてある問題を考えるとき, Rを別のより良い多元環 Sに置き
換えて問題を考えることができれば便利である. 例えば森田理論により, 多元環の表現論
は基本的多元環の場合に帰着される. そこで森田同値よりも一般に, 与えられた多元環 R

に近い多元環を構成する方法が, R上の傾加群とよばれる特別な加群を求めることである.
R上の傾加群 T を得たとき, S = EndR(T )を考えるとmodRとmodSは類似した性質を
もつ圏になる. この事実は Brenner-Butlerの定理として知られており, 実際に様々な問題
をRから Sに移して考えることができる. さらにこのことは導来圏同値の観点からより良
く理解できることが知られており, 傾加群を用いて導来圏の構造を解析することができる.
以上から与えられた多元環に対して, その上の傾加群を全て求めることは表現論における
一つの基本的な問題となっている.

本論文では以上の多元環の表現論の道具を用いて, 原田環を表現論的に研究する. 特に次
の三つの新しい結果を証明することを目的とする. 以下それぞれの主定理と概要を述べる.

(I) 一つ目は原田多元環のクイバー表示に関する結果である. 原田多元環を表現論的に
調べる際に, まず原田多元環のクイバー表示を決定することは重要な問題である. なぜな
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らクイバー表示が決定することができれば, 多くの例を容易に生み出すことができ, この
先の研究のサンプルが豊富に作れるからである. また上で述べたように環をクイバー表示
で与えると, 種々の計算ができるというのもクイバー表示を決定したい理由の一つである.
ここでは原田環の構造定理から次の主定理を証明する (詳しく主定理を述べるには多く
の準備が必要なので雑に主定理を述べる).

主定理 (1-1) Rを基本的な多元環とする. Rのクイバー表示から, Rのブロック拡大のク
イバー表示が直ちに得られる.

主定理 (1-1)はRが基本的な多元環であれば良く, 自己移入的であることを必要としな
い. 主定理 (1-1)の応用として主定理 (1-2)を得る.

主定理 (1-2) Rを基本的な自己移入多元環とする. Rのクイバー表示から, Rのブロック
拡大の上階段型剰余環のクイバー表示が直ちに得られる.

直ちに得られると述べてあるが, 本文の主張ではRのクイバー表示を用いて, Rのブロッ
ク拡大とその上階段型剰余環のクイバー表示を統一的に記述している. 証明はブロック拡
大や上階段型剰余環の構成法に従って, クイバー表示を計算することで得られる.
これにより具体的な原田多元環の例がほしいときには, 具体的な自己移入多元環を与え
れば良い. 自己移入多元環の構成法は数多く知られており, 特にクイバー表示による自己
移入多元環の構成法が [29]で与えられている. 従って原田多元環の例が構成でき, 多くの
計算例をつくることができるようになる.

(II) 二つ目は有限表現型の原田多元環に関する結果である. 有限表現型の自己移入多元
環RでR(1, 2)は有限表現型であるが, R(2, 1)は無限表現型になる例がある. 従って有限
表現型の自己移入多元環のブロック拡大は有限表現型になるとは限らない. 私はいつ与え
られた有限表現型の自己移入多元環に対して, そのブロック拡大がいつ有限表現型になる
かを判定する方法を探した. しかし今のところそのような判定法はわかっていない.
そこで基本的な対象と考えられる, 任意のブロック拡大が有限表現型になる自己移入多
元環を考えてみる. このような自己移入多元環を考えることで, 上で述べた判定法を見つ
ける足がかりにしたいのである. ここでの主定理は任意のブロック拡大が有限表現型にな
る自己移入多元環の特徴付けである.

主定理 (2) Rを基本的な自己移入多元環とする. 次は同値である

(1) Rの任意のブロック拡大が有限表現型である.

(2) Rが中山多元環である.

主定理 (2)の (2) =⇒ (1)は次のように示せる. 中山多元環は有限表現型であることが知
られている. Rが中山多元環ならば, Rの任意のブロック拡大は中山多元環になるので, R
の任意のブロック拡大が有限表現型である.
証明が大変なのは逆, すなわち主定理 (2)の (1) =⇒ (2)である. これの証明のポイント
は二つある. ポイントと共に証明の概略を述べる. 一つ目のポイントは次の補題から主定
理 (2)の証明が自己移入多元環の考察に帰着できることである.

補題 Rを有限表現型の基本的な自己移入多元環とする. 次は同値である.
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(1) Rの任意のブロック拡大が有限表現型である.

(2) 任意の nに対して, Rのブロック拡大R(n, · · · , n)を特別なイデアルで割って作った
自己移入多元環 P (n)が有限表現型である.

二つ目のポイントは自己移入多元環 P (n)のAR-クイバーが非常に特殊な性質をもつと
いうことである. その性質をもつ自己移入多元環のAR-クイバーになりうる並進クイバー
がどれだけあるかを計算してみると, 実は中山多元環のAR-クイバーしかないというのが
証明の概略である.

(III) 三つ目の結果は原田多元環上の傾加群の分類である. 上で述べたとおり多元環 R

上の傾加群 T が一つ与えられると, Rに近い多元環 S = EndR(T )が得られる. Rのいく
つかの問題は Sで考えることができる. このようなことから, 与えられた多元環上の傾加
群を分類することは重要な問題である.
さて, 主定理は次である.

主定理 (3) Rを定義の (a),(b)の構造をもつ原田多元環とする. このとき次の一対一対応
がある.

tilt(R)←→ tilt(Tn1(K))× · · · × tilt(Tnm(K)).

証明において重要になのは原田多元環の有限生成射影加群の構造 (a),(b)であり, これか
ら導かれる性質がR上の傾加群の分類の鍵を握る. その性質を使ってまずR上射影次元 1
以下の加群を分類する. その後modRのある充満部分圏を介して, R上射影次元 1以下の
加群の間の拡大の有無の判定を, 上半三角行列環の場合に帰着することにより与える. そ
して最後に上半三角行列環上の傾加群を用いてR上の傾加群を記述する.
上半三角行列環上の傾加群はすでに分類が知られており, この主定理の対応とあわせる
ことで, 与えられた原田多元環上の傾加群の分類が得られる.

本論文の構成を述べる. １章は少人数クラスで学んだ多元環の表現論の基礎事項をまと
めたものである. １節ではクイバーと関係式による多元環の構成と, 多元環のクイバー表
示について述べる. ２節では３節で必要になる加法圏のイデアルについて述べる. ３節で
多元環の AR-クイバーによる, 有限生成加群圏の記述について述べる. ４節では有限表現
型の多元環の AR-クイバーの一般化である, 並進クイバーについて述べる. ５節では多元
環上の傾加群と Brenner-Butlerの定理について述べる.
２章は１年次に自主学習で学んだ原田多元環に関する基本事項をまとめたものである.
１節では中山多元環と自己移入多元環の定義を述べ, それらの例を挙げる. ２節では原田
多元環の定義を述べ, いくつかの例を挙げる. ３節では３章, ５章の基盤となる原田多元環
の構造定理を述べる. ４節では自己移入多元環のブロック拡大の上階段型剰余環の連結性
について述べる.
３章は原田多元環のクイバー表示に関する新しい結果について述べる. １節でこの章の
主定理を述べ, ２節で証明をする. ３節では前節までで得た主定理を応用して, 原田多元環
のクイバー表示を自己移入多元環のそれを用いて決定する.
４章は原田多元環の表現型に関する新しい結果について述べる. 最初に４章の主定理を
述べる. １節から３節は主定理の証明に必要な概念や補題を説明する. １節では Drozd-
Kirichenkoの削除補題とそれに関する補題を証明する. ２節ではAR-クイバーを用いた数
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え上げ理論について説明する. ３節では重要な概念である配置を定義し, その性質を述べ
る. 以上の準備事項をもとに, ４章では主定理を証明する.
５章は新しい結果である, 原田多元環の傾加群の分類を行う. 最初に５章の主定理を述
べる. １節ではすでに知られている, 体上の上半三角行列環上の傾加群の分類について述
べる. ２節では原田多元環の構造を用いて, 鍵となる補題を証明する. ３節では２節で示
したことを用いて, 主定理を証明する.

序文の最後に, ２年間私を熱心に指導してくださった吉田健一准教授, 伊山修准教授に
感謝の意を表わします. また, 私に様々な助言をくださった本研究科及び他大学の先生方,
少人数クラスにおいて多くの議論をし, 共に学んだ先輩・後輩・同期の皆様にも感謝の言
葉を送ります.
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1 多元環の表現論
ここでは２年次少人数クラスで学んだ, 多元環の表現論の基礎についてまとめる. 少人
数クラスで用いたテキストは [4]であり, １節, ２節, ３節, ５節はそれぞれ [4]の Chapter
I, Appendix, Chapter IV, ChapterVIをまとめたものである. ４節は主に [5]の並進クイ
バーについて書かれている部分をまとめたものである.

1.1 クイバーと関係式による多元環の表現

この節ではクイバーと関係式により多元環が構成でき,逆に与えられた多元環をクイバー
と関係式によって表示できることを述べる.
最初にクイバーを定義し, 例を紹介する.

定義 1.1. Q0, Q1 が集合であり, s, tが Q1 から Q0 への写像であるとき, (Q0, Q1, s, t)の
四つ組をクイバー (quiver)という. このとき Q0の元を頂点, Q1の元を矢という. また
α ∈ Q1に対して s(α)を αの始点, t(α)を αの終点といい, αは s(α)から t(α)への矢で
あるという. 以下, 混乱しそうに無いときはクイバー (Q0, Q1, s, t)を単にQと表すことに
する.
クイバーQ = (Q0, Q1, s, t)についてQ0, Q1が共に有限集合であるとき, Qを有限クイ
バー (finite quiver)という. 以下, この節ではクイバーというときは全て有限クイバーを
考えているものとする.

クイバーは次の例のように有向グラフとして図示できる.

例 1.2.

(1) クイバーQをQ0 = {1, 2, 3}, Q1 = {α, β}, s(α) = 1, t(α) = 2, s(β) = 2, t(β) = 3で
定める. このときQを次のように図示できる.

Q : 1 α // 2
β // 3

(2) クイバー QをQ0 = {1}, Q1 = {α}, s(α) = 1, t(α) = 1で定める. このとき Qを次
のように図示できる.

Q : 1α 99

クイバーを有向グラフで図示したとき, 矢の向きを無視した図形をグラフ (graph)とい
う. クイバーQのグラフが連結であるとき, Qは連結 (connected)であるという.

次にクイバーから多元環が構成できることを述べる. その後に述べる関係式と合わせて,
多種多様な多元環を具体的に構成することができる. この事はクイバーを考える大きな利
点の一つである.

定義 1.3. Q = (Q0, Q1, s, t)をクイバーとする.
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(1) α1, · · · , αr ∈ Q1に対して t(αi) = s(αi+1) (1 ≤ i ≤ r − 1)をみたすとき, 列

(α1, · · · , αr)

を s(α1)から t(αr)への長さ r の道 (path)といい, 単に α1 · · ·αr で表す. ここで
a ∈ Q0 も長さ 0の道とし, εa で表すことにする. 道 α1 · · ·αk は次のように図示さ
れる.

• α1 // • α2 // · · · · · ·
αk−1 // • αk // •

(2) KQをQの全ての道を基底とするK 上のベクトル空間とする. このKQに以下の
ように積を定義する. 任意の道 α = α1 · · ·αr, β = β1 · · ·βsに対して

αβ =

α1 · · ·αrβ1 · · ·βs (t(αr) = s(β1))

0 (t(αr) 6= s(β1))

と定める. この道同士の積をKQ上へ線型に拡張する. そのときKQはK上の多元
環となる (但し有限次元とは限らない ). こうしてできた多元環KQをQの道多元
環 (path algebra)という. 今Q0は有限であることを仮定していることから,∑

a∈Q0

εa

がKQの単位元になり,
{εa | a ∈ Q0}

はKQの直交原始冪等元の完全系となることがいえる.

例 1.4.

(1) 例 1.2 (1)から出来る道多元環は以下のようになる.

KQ = Kε1 ⊕Kε2 ⊕Kε3 ⊕Kα⊕Kβ ⊕Kαβ

である. このとき対応

ε1 ↔

 1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , ε2 ↔

 0 0 0
0 1 0
0 0 0

 , ε3 ↔

 0 0 0
0 0 0
0 0 1

 ,

α↔

 0 1 0
0 0 0
0 0 0

 , β ↔

 0 0 0
0 0 1
0 0 0

 , αβ ↔

 0 0 1
0 0 0
0 0 0


により, 環同型

KQ '

 K K K

0 K K

0 0 K


を得る.
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(2) 例 1.2 (2)から出来る道多元環は以下のようになる.

KQ = Kε1 ⊕Kα⊕Kα2 ⊕ · · ·

である. このとき ε1に 1, αに xを対応させることにより, 環同型

KQ ' K[x]

を得る.

上で構成した道多元環は一般には有限次元でない. そこで以下で定義する許容イデアル
で道多元環を割ってやることにより, 有限次元多元環を作る.

定義 1.5. Q = (Q0, Q1, s, t)をクイバーとする. KQ+をQの長さ 1以上の全ての道から
なるKQのイデアルとする. KQの両側イデアル Iについて, (KQ+)m ⊂ I ⊂ (KQ+)2と
なるm ≥ 2があるとき, I を許容イデアル (admissible ideal)という.

道多元環を許容イデアルで割ったとき次の性質をもつ有限次元多元環が出来上がる.

補題 1.6. Q = (Q0, Q1, s, t)をクイバーとし, I をKQの許容イデアルとする. このとき
KQ/I は基本的な有限次元多元環になる. また

{εa + I | a ∈ Q0}

はKQ/I の直交原始冪等元の完全系となる.

例 1.7.

(1) 例 1.4 (1)のKQのイデアル (αβ)は許容イデアルである. 例 1.4 (1)で与えた対応に
よって, 環同型

KQ/(αβ) '

 K K 0
0 K K

0 0 K


を得る.

(2) 例 1.4 (2)のKQのイデアル (α3)は許容イデアルである. 例 1.4 (2)で与えた対応に
よって, 環同型

KQ ' K[x]/(x3)

を得る.

許容イデアルに関連してクイバーの関係式を定義する.

定義 1.8. Q = (Q0, Q1, s, t)をクイバーとする. ρ =
∑n

i=1 λipi ∈ KQ (λi ∈ K, 各 piはQ

の道 )とする. ρが次の条件をみたすときQの関係式 (relation)であるという.

(1) 各 piは長さ 2以上である.

(2) 任意の 1 ≤ i, j ≤ nに対して s(pi) = s(pj)かつ t(pi) = t(pj)である.
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許容イデアルは有限個の関係式で表すことができるというのが次の補題である.

補題 1.9. Q = (Q0, Q1, s, t)をクイバーとし, I をKQの許容イデアルとする. このとき
有限個のQの関係式 ρ1, · · · , ρwによって

I = (ρ1, · · · , ρw)

と表せる.

以上のようにしてクイバーと許容イデアル (関係式)によって多元環が構成できる. この
節の残りで今度は与えられた多元環に対してクイバーが定義され, そのクイバーとある関
係式によって, 与えられた多元環が再構成できることを述べる.

定義 1.10. Rを基本的な多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする.

dij = dimK ei(J(R)/J(R)2)ej

とおく. RのクイバーQを以下で定める.

(a) Qの頂点の集合は {1, 2, · · · ,m}とする.

(b) iから jへ dij 本の矢を引く.

こうして定めたQはRの直交原始冪等元の完全系のとり方に依らない. またRがである
から, Qは有限クイバーになることを注意しておく.

上で多元環RのクイバーQを定義したが, 一般にR ' KQとはならない. しかし, KQ
をある許容イデアル I で割ってやることによりR ' KQ/I とできる.

補題 1.11. Qをクイバーとし, Rを多元環とする. 二つの写像

ϕ0 : Q0 −→ R, ϕ1 : Q1 −→ R

が次をみたすとする.

(1) 1 =
∑

a∈Q0
ϕ0(a), ϕ0(a)2 = ϕ0(a), a 6= b =⇒ ϕ0(a)ϕ0(b) = 0.

(2) aから bへの矢 αに対して, ϕ0(a)ϕ1(α)ϕ0(b) = ϕ1(α).

このとき ϕ|Q0 = ϕ0, ϕ|Q1 = ϕ1をみたす環準同型

ϕ : KQ −→ R

が唯一つ存在する.

[証明] ϕ : KQ −→ Rの作り方だけ述べておく. a ∈ Q0, α ∈ Q1に対して

ϕ(εa) = ϕ0(a), ϕ(α) = ϕ1(α)

とする. さらにQの道 α1 · · ·αr (αi ∈ Q1)に対して

ϕ(α1 · · ·αr) = ϕ1(α1) · · ·ϕ1(αr)

とする. そしてこの写像をKQ上に線型に拡張する. こうして作った ϕが求める環準同型
となる. �
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定理 1.12. Rを基本的な多元環とし, Qをそのクイバーとする. このとき, ある KQの
許容イデアル I が存在して, R ' KQ/I となる. 従って補題 1.9より, ある Qの関係式
ρ1, · · · , ρwが存在して

R ' KQ/(ρ1, · · · , ρw)

となる.

[証明] 簡単に証明の筋だけ述べておく. Qの各矢 i
α−−→ jに対して, xα ∈ J(R)を

{xα + J(R)2 | αは iから jへの矢を動く }

が ei(J(R)/J(R)2)ej の基底になるようにとる. 補題 1.11より, 次をみたす環準同型 ϕ :
KQ −→ Rが作れる.

KQ 3 i 7−→ ei ∈ R,
KQ 3 α 7−→ xα ∈ R.

この ϕは全射になることが言える. さらにKer ϕはKQの許容イデアルである. �

３章で原田多元環のクイバーと関係式の計算を行う. その際にこの定理の証明における
ϕの構成の仕方を用いるので注意してほしい.

例 1.13.

R =


K K K K

0 K 0 K

0 0 K K

0 0 0 K


として, RのクイバーQを計算する.

J(R) =


0 K K K

0 0 0 K

0 0 0 K

0 0 0 0

 , J(R)2 =


0 0 0 K

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


であるから,

J(R)/J(R)2 =


0 K K 0
0 0 0 K

0 0 0 K

0 0 0 0


である. 従ってRのクイバーQは次になる.

1
α

����
��

��
�

γ

��>
>>

>>
>>

2

β ��>
>>

>>
>>

3

δ����
��

��
�

4
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補題 1.11より ϕ(εi) = 〈1〉ii, ϕ(α) = 〈1〉12, ϕ(β) = 〈1〉24, ϕ(γ) = 〈1〉13, ϕ(δ) = 〈1〉34 と
なる環準同型 ϕ : KQ −→ Rが存在する. 定理 1.12の証明より ϕは全射である. また
Ker ϕ = (αβ − γδ)となることが直ちにわかるので, 環同型

KQ/(αβ − γδ) ' R

を得る.

1.2 圏のイデアルと剰余圏

ここでは３節で必要になる, 圏のイデアルについて説明する.

定義 1.14. Aを加法圏とし, AmをAの全ての射からなるクラスとする.

(1) I をAmのサブクラスとする. X,Y ∈ Aに対して

I(X,Y ) = HomA(X,Y ) ∩ I

と記すことにする. Iが次の条件をみたすとき, IはAのイデアル (ideal)であると
いう.

(a) 任意のX,Y ∈ Aに対して, I(X,Y )はHomA(X,Y )の部分加法群である.

(b) 任意のX,Y, Z ∈ Aに対して, HomA(Y, Z) ◦ I(X,Y ) ⊂ I(X,Z)である.

(c) 任意のX,Y, Z ∈ Aに対して, I(Y, Z) ◦HomA(X,Y ) ⊂ I(X,Z)である.

(2) Aのイデアル I に対して,

I2 = {fg | f ∈ I(Y, Z), g ∈ I(X,Y ), X, Y, Z ∈ modR}

と定義する. これもAのイデアルになる. 任意の i ∈ Nに対して Iiが同様に定義さ
れる.

環に対してそのイデアルがあるとき, 剰余環と呼ばれる新しい環が構成できた. 同様に圏
に対してもそのイデアルがあるとき, 剰余圏と呼ばれる新しい圏を構成することができる.

定義 1.15. Aを加法圏とし, Iをそのイデアルとする. このとき新しい圏A/Iを以下で定
める.

(a) A/I の対象はAの対象と同じとする.

(b) A/I の対象X,Y に対して

HomA/I(X,Y ) = HomA(X,Y )/I(X,Y )

とする.

イデアルの定義より, A/I は加法圏になる. この圏 A/I を Aの I による剰余圏 (factor
category)という.
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最後にKrull-Schmidt圏を定義し, Krull-Schmidt圏の特別なイデアルを定義する.

定義 1.16. Aを加法圏とする. 任意のX ∈ AがEndA(Xi)が局所環であるX1, · · · , Xm ∈
Aによって

X ' X1 ⊕ · · · ⊕Xm

と分解できるとき, AをKrull-Schmidt圏という.
各 iについてEndA(Xi)が局所環であることから, Xiは直既約である. また各EndA(Xi)
が局所環であることから, 上の分解は一意的である. すなわちX の二通りの直既約分解

X ' X1 ⊕ · · · ⊕Xm ' X ′
1 ⊕ · · · ⊕X ′

n

があるとき, m = nであり,
Xi ' X ′

σ(i) (1 ≤ i ≤ m)

となる {1, · · · ,m}上の置換 σが存在する.

定義 1.17. AをKrull-Schmidt圏とする. 以下でAのイデアル JAを定める. 直既約な対
象X,Y ∈ Aに対して

JA(X,Y ) =

J(EndA(X)) (X ' Y ),

HomA(X,Y ) (X � Y )

とする. 一般のX,Y ∈ Aに対して, それらの直既約分解

X ' X1 ⊕ · · · ⊕Xm, Y ' Y1 ⊕ · · · ⊕ Yn

がある. このとき

HomA(X,Y ) =


HomA(X1, Y1) HomA(X2, Y1) · · · HomA(Xm, Y1)
HomA(X1, Y2) HomA(X2, Y2) · · · HomA(Xm, Y2)

...
...

. . .
...

HomA(X1, Yn) HomA(X2, Yn) · · · HomA(Xm, Yn)


と行列表現できる. このとき JAを

JA(X,Y ) =


JA(X1, Y1) JA(X2, Y1) · · · JA(Xm, Y1)
JA(X1, Y2) JA(X2, Y2) · · · JA(Xm, Y2)

...
...

. . .
...

JA(X1, Yn) JA(X2, Yn) · · · JA(Xm, Yn)


で定める. こうして定められた JA は Aのイデアルとなる. このイデアルを Aの根基
(radical)という.
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1.3 AR-クイバー

Rを基本的な多元環とする. ここではRの有限生成加群圏modRを記述する, AR-クイ
バーの解説をする.
次の定理は多元環の有限生成加群圏を調べる際に基本となる定理で, 有限生成加群の直
既約分解の存在と一意性を述べている.

定理 1.18 (Krull-Schmidt). 有限生成加群圏modRはKrull-Schmidt圏である.

定理 1.18より, 多元環上の有限生成加群を全て求めるには, 有限生成直既約加群を全て
求めることができれば十分である. 今X,Y ∈ modRとすれば, X,Y の直既約分解

X ' X1 ⊕ · · · ⊕Xm, Y ' Y1 ⊕ · · · ⊕ Yn

が得られる. このとき f ∈ HomR(X,Y )は次のように行列の形で表現できる.

f =

 f11 · · · f1m

...
...

fn1 · · · fnm

 , fij : Xj −→ Yi.

従って有限生成加群の間の準同型を全て求めるには, 有限生成直既約加群の間の準同型を
全て求めることができれば十分である. そこで有限生成直既約加群の間の準同型で一番基
本的な準同型を定義する.

定義 1.19. X,Y を有限生成直既約R-加群とする. f ∈ HomR(X,Y )が次の条件をみたす
とき, f を既約写像 (irreducible map)という.

(a) f は同型でない.

(b) f = f1f2ならば, f1が分裂全射かまたは f2が分裂単射である.

(a)は HomR(X,Y )から自明な写像を除くための条件である. (b)は既約写像は二つの
既約写像の合成で書けないという条件である. つまり (b)は加群における直既約の性質の
類似である.
次の補題は既約写像が同型に近い写像であることを示している.

補題 1.20. X,Y を有限生成直既約R-加群とする. f ∈ HomR(X,Y )に対して次は同値で
ある.

(1) f は既約写像である.

(2) f ∈ JmodR(X,Y )\J2
modR(X,Y )である.

この補題より有限生成直既約R-加群X,Y の間の既約写像を理解するには,

JmodR(X,Y )/J2
modR(X,Y )

を理解すればよいことがわかる.
さて, 多元環の有限生成加群圏を図示するクイバーを定義する. 上で述べたことから, そ
のクイバーの定義は有限生成加群圏を図示するのに非常に妥当であることがわかるだろう.
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定義 1.21. クイバー Γ(modR)を以下で定める.

(a) 頂点集合は有限生成直既約 R-加群の同型類全体とする. 有限生成直既約 R-加群X

の同型類を [X]で表すことにする.

(b) [X]から [Y ]への矢を dimK(JmodR(X,Y )/J2
modR(X,Y ))本引く.

このようにして定めたクイバー Γ(modR) を R の AR-クイバー (Auslander-Reiten
quiver)という.

こうして AR-クイバーを定義したが, 与えられた多元環に対して実際にどう AR-クイ
バーを得るのかということが問題になる. 以下ではAR-クイバーを描く方法を与える. ま
ず概分裂写像を定義する. 概分裂写像は既約写像の情報を含んでいる故に重要な概念であ
る (命題 1.34).

定義 1.22. L,M,N ∈ modRとする.

(1) f ∈ HomR(L,M)が次をみたすとき, f は左概分裂写像 (left almost split map)
であるという.

(a) f は分裂単射でない.

(b) 任意の U ∈ modRと任意の u ∈ HomR(L,U)に対して, uが分裂単射でないな
らば u = u′f なる u′ ∈ HomR(M,U)が存在する.

このとき Lは直既約であることが示される.

(2) g ∈ HomR(M,N)が次をみたすとき, gは右概分裂写像 (right almost split map)
であるという.

(a) gは分裂全射でない.

(b) 任意の V ∈ modRと任意の v ∈ HomR(V,N)に対して, vが分裂全射でないな
らば v = gv′なる v′ ∈ HomR(V,M)が存在する.

このときN は直既約であることが示される.

L,M ∈ modRとし, f : L −→ M を左概分裂写像とする. このとき任意のM ′ ∈ modR
に対して, (

f

0

)
: L −→M ⊕M ′

も左概分裂写像となる. このような余計な直和因子M ′を除いた左概分裂写像を考えるた
めに, 写像の極小性を定義する.

定義 1.23. L,M,N ∈ modRとする.

(1) f ∈ HomR(L,M)とする. hf = f なる h ∈ EndR(M)が必ず同型写像になるとき, f
は左極小 (left minimal)であるという.
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(2) 左極小である左概分裂写像を左極小概分裂写像 (left minimal almost split map)
という. Lが直既約であるとする. Lに対して L −→ M なる左極小概分裂写像は存
在すれば一意的である.

(3) g ∈ HomR(M,N)とする. gk = gなる k ∈ EndR(M)が必ず同型写像になるとき, g
は右極小 (right minimal)であるという.

(4) 右極小である右概分裂写像を右極小概分裂写像 (right minimal almost split map)
という. N が直既約であるとする. N に対してM −→ N なる右極小概分裂写像は
存在すれば一意的である.

次の命題は極小概分裂写像の例である.

命題 1.24. modRで次が成立する.

(1) 直既約射影R-加群 P に対して, 自然な単射 J(P ) −→ P は右極小概分裂写像である.

(2) 直既約移入R-加群 Iに対して, 自然な全射 I −→ I/S(I)は左極小概分裂写像である.

次に概分裂完全列を定義する.

命題 1.25. modRの完全列

0 −→ L
f−−→M

g−−→ N −→ 0

に対して, 次は同値である.

(1) f が左極小概分裂かつ gが右極小概分裂である.

(2) Lが直既約かつ gが右概分裂である.

(3) N が直既約かつ f が左概分裂である.

(4) f が左極小概分裂である.

(5) gが右極小概分裂である.

定義 1.26. 命題 1.25の同値条件をみたすmodRの完全列

0 −→ L
f−−→M

g−−→ N −→ 0

を概分裂完全列 (almost split sequence)という. 概分裂完全列は左端の項 Lまたは右
端の項N に対して, 存在すれば同型を除いて一意的に定まる. 定義よりLは移入的でなく,
N は射影的でないことを注意しておく.

これから直既約R-加群N ∈ modRに対して, N を右端にもつ概分裂完全列が存在する
かどうかを考える. 上で述べたとおりN が射影的であるときはそのような概分裂完全列は
存在しないが, 実はN が射影的でなければそのような概分裂完全列が必ず存在する.
それを説明するためにいくつかの準備をする.
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定義 1.27. M ∈ modRとする. M の極小射影分解

P1
p1−−→ P0

p0−−→M −→ 0

をとる. この完全列にHomR(−, R)を施して, 完全列

HomR(P0, R)
HomR(p1,R)−−−−−−−−→ HomR(P1, R) −→ Coker HomR(p1, R) −→ 0

を得る. ここで
TrM = Coker HomR(p1, R)

とおき, これをM の転置 (transpose)という. TrM は有限生成 Rop-加群である. また
TrM は射影被覆の一意性から, 同型を除いて一意に決まる. 従って Trは有限生成R-加群
から有限生成Rop-加群への対応である.
この Trは射影加群を 0にしてしまう. そこで射影加群を無視するために次の剰余圏を
考える.

定義 1.28.

(1) M,N ∈ modRに対して, HomR(M,N)の部分集合 P(M,N)を次で定める.

P(M,N) = {f ∈ HomR(M,N) | f = gh, h : M → P, g : P → N, P は射影加群 }.

これにより定められるmodRの射のクラスPはmodRのイデアルになる. 従って剰
余圏

modR = (modR)/P

を考えることができる (定義 1.14, 定義 1.15参照). これを射影安定圏 (projectively
stable category)という. この圏の射の集合をHomR(−,−)で表すことにする.

(2) M,N ∈ modRに対して, HomR(M,N)の部分集合 I(M,N)を次で定める.

I(M,N) = {f ∈ HomR(M,N) | f = gh, h : M → I, g : I → N, I は移入加群 }.

これにより定められるmodRの射のクラス IはmodRのイデアルになる. 従って剰
余圏

modR = (modR)/I

を考えることができる. これを移入安定圏 (injectively stable category)という.
この圏の射の集合をHomR(−,−)で表すことにする.

Trは上で定義した射影安定圏上で双対性を導く.

定理 1.29. 対応 Trによって反変関手

Tr : modR −→ modRop

が引き起こされ, modRとmodRopの間の双対性を与える.
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定義 1.30.

(1) 定理 1.29で得た双対性 Tr : modR −→ modRop を転置 (transpose)という.

(2) 二つの双対性 TrとDを合成して, 次の共変関手を作る.

τ : modR Tr−−→ modRop D−−→ modR.

τ はmodRとmodRの間の圏同値を導く. この τ をAR-移動 (Auslander-Reiten
translation)という.

次の定理の同型は概分裂完全列の存在性を導く重要な同型である.

定理 1.31. M,N ∈ modRとする. 次の同型が存在する.

Ext1R(M,N) ' DHomR(τ−1N,M) ' DHomR(N, τM).

次が概分裂完全列の存在性を示す定理である.

定理 1.32. modRで次が成立する.

(1) M を射影的でない有限生成直既約R-加群とする. このとき概分裂完全列

0 −→ τM −→ E −→M −→ 0

が存在する.

(2) M を移入的でない有限生成直既約R-加群とする. このとき概分裂完全列

0 −→M −→ E −→ τ−1M −→ 0

が存在する.

[証明] (1) の証明の概略だけ述べる. M が直既約より EndR(M)は局所多元環である.
またM が射影的でないことから, P(M,M) ⊂ J(EndR(M))である. よって EndR(M)は
局所多元環である. 単純右 EndR(M)かつ単純左 EndR(M)-加群 EndR(M)/J(EndR(M))
を SM とおく. このとき自然な全射

pM : EndR(M) −→ SM

がある. これにD(−)を施して

D(pM ) : D(SM ) −→ D(EndR(M))

を得る. D(pM )は単純 EndR(M)-加群 S(D(EndR(M)))への単射である.
今 D(SM ) 3 ξ′ 6= 0をとり, ξ = D(pM )(ξ′)とおく. 定理 1.31の同型で ξ に対応する

Ext1R(M, τM)の元を ηとおく.

D(EndR(M)) 3 ξ ←→ η 3 Ext1R(M, τM).
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そして ηに対応するmodRの完全列

0 −→ τM −→ E −→M −→ 0

をとる. こうして得られた完全列が求める概分裂完全列となる. �

以上より概分裂完全列の存在性が示された. 命題 1.24と合わせて次の定理が得られる.

定理 1.33. 任意の L ∈ modRに対して, 左極小概分裂写像 L −→ M が存在する. また任
意のN ∈ modRに対して, 右極小概分裂写像M −→ N が存在する.

次に述べるのは既約写像と極小概分裂写像の関係である.

命題 1.34. M を有限生成R-加群とし, M =
⊕t

i=1M
ni
i をその直既約分解とする.

(1) Lを有限生成直既約R-加群とし, f ∈ HomR(L,M)とする. f を次のように表す.

f =

 f1

...
ft

 ,

fi =

 fi1

...
fini

 : L −→Mni
i .

このとき f が左極小概分裂写像であることと, 次の性質をみたすことは同値である.

(a) fij ∈ JmodR(L,Mi) (1 ≤ i ≤ t, 1 ≤ j ≤ ni).

(b) {fij + J2
modR(L,Mi) | 1 ≤ j ≤ ni}は JmodR(L,Mi)/J2

modR(L,Mi)の基底であ
る (1 ≤ i ≤ t).

(c) M ′ が JmodR(L,M ′)/J2
modR(L,M ′) 6= 0をみたす直既約 R-加群ならば, M ′ '

Miとなる iがある.

(2) N を有限生成直既約R-加群とし, g ∈ HomR(M,N)とする. gを次のように表す.

g =
(
g1 · · · gt

)
,

gi =
(
gi1 · · · gini

)
: Mni

i −→ N.

このとき gが右極小概分裂写像であることと, 次の性質をみたすことは同値である.

(a) gij ∈ JmodR(Mi, N) (1 ≤ i ≤ t, 1 ≤ j ≤ ni).

(b) {gij + J2
modR(Mi, N) | 1 ≤ j ≤ ni}は JmodR(Mi, N)/J2

modR(Mi, N)の基底で
ある (1 ≤ i ≤ t).

(c) M ′が JmodR(M ′, N)/J2
modR(M ′, N) 6= 0をみたす直既約R-加群ならば, M ′ '

Miとなる iがある.

23



命題 1.34をみてわかるとおり, 全ての既約写像を求めるには全ての極小概分裂写像を求
めればよい. そしてそれらを求めるにはmodRの概分裂完全列を全て計算すればよい.
以上より与えられた多元環Rに対して, modRの概分裂完全列を計算することでmodR
の構造が解り, RのAR-クイバーが描ける.
次の命題は概分裂完全列の例である.

命題 1.35. P を単純でない射影的かつ移入的な直既約 R-加群とする. 次は概分裂完全列
である.

0 −→ J(P )

“

q
i

”

−−−−−→ (J(P )/S(P ))⊕ P ( −j p )−−−−−−→ P/S(P ) −→ 0.

但し, i, jは自然な単射, p, qは自然な全射とする.

この節の最後に多元環の表現型を定義し, AR-クイバーの例を紹介する.

定義 1.36. Rを多元環とする. 有限生成直既約R-加群の同型類が有限のとき, Rは有限表
現型 (representation-finite)であるという. これに対して有限生成直既約R-加群の同型
類が無限にあるとき, Rは無限表現型 (representation-infinite)であるという.

Rに有限表現型の仮定を課したとき, modRの根基は次の性質をもつ.

補題 1.37. Rが有限表現型の多元環であるとき, Jn
modR = 0となる n ∈ Nが存在する.

有限表現型の多元環のAR-クイバーに関して次の結果が知られている.

定理 1.38. 有限表現型の連結かつ基本的な多元環のAR-クイバーは連結である.

例 1.39. 多元環

R =

 K K K

0 K K

0 0 K

 .

のAR-クイバーを示す. modRの概分裂完全列を計算すると, 次が全てである.

0 // ( 0 K K )

“

f2
g1

”

// ( K K K )⊕ ( 0 K 0 )
( g2 f3 )// ( K K 0 ) // 0

0 // ( 0 0 K )
f1 // ( 0 K K )

g1 // ( 0 K 0 ) // 0

0 // ( 0 K 0 )
f3 // ( K K 0 )

g3 // ( K 0 0 ) // 0

ここで

( K K 0 ) = ( K K K )/( 0 0 K ), ( K 0 0 ) = ( K K K )/( 0 K K ), ( 0 K 0 ) = ( 0 K K )/( 0 0 K )
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であり, f1, f2, f3は自然な単射, g1, g2, g3は自然な全射である. 従って Rの AR-クイバー
は以下で与えられる. 但し点線は τ を表わしている.

( K K K )

&&LLLLLLLLLL

( 0 K K )

&&LLLLLLLLLL

88rrrrrrrrrr
( K K 0 )

%%KKKKKKKKKK
oo

( 0 0 K )

99ssssssssss
( 0 K 0 )

88rrrrrrrrrr
oo ( K 0 0 )oo

1.4 並進クイバー

この節では並進クイバーについて説明する. 並進クイバーはAR-クイバーのもつ特徴を
抽出したクイバーであり, 実際に並進クイバーに関する結果を応用して有限表現型の多元
環のAR-クイバーの構造が調べられている.

定義 1.40. Γをクイバーとする.

(1) x ∈ Γ0に対して
x+ = {y ∈ Γ0 | 矢 x −→ yが存在する }

x− = {y ∈ Γ0 | 矢 y −→ xが存在する }

とする.

(2) 任意のx ∈ Γ0に対してx+∪x−が有限集合であるとき, Γは局所有限 (locally finite)
であるという.

定義 1.41. Γをクイバーとし, τ を Γ0の部分集合 Γ∗
0から Γ0への単射とする. (Γ, τ)の組

が次の条件をみたすとき, (Γ, τ)を並進クイバー (translation quiver)という. また τ を
(Γ, τ)の並進写像 (translation)という.

(a) Γは局所有限である.

(b) Γはループをもたない.

(c) 任意の x, y ∈ Γ0に対して, xから yへの矢は 0本か 1本のどちらかである.

(d) 任意の x ∈ Γ∗
0に対して x− = τ(x)+である.

並進クイバー (Γ, τ)について τ の定義域に属さない x ∈ Γ0 を射影頂点 (projective
vertex)といい, τ の像に属さない x ∈ Γ0を移入頂点 (injective vertex)という.

有限表現型のAR-クイバーは並進クイバーとなる.

命題 1.42. [4] Rを有限表現型の多元環とし, Γを Rの AR-クイバーとする. このとき以
下が成り立つ.
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(1) Γは局所有限である.

(2) 有限生成直既約R-加群X に対して, X からX への既約写像は存在しない.

(3) 有限生成直既約R-加群X,Y に対して

dimK(JmodR(X,Y )/J2
modR(X,Y )) ≤ 1

である.

(4) ΓはAR-移動を並進写像とする並進クイバーである.

次に安定並進クイバーを定義する.

定義 1.43. 並進クイバー (Γ, τ)について, τ が Γ0から Γ0への全単射であるとき安定並進
クイバーという.
並進クイバー (Γ, τ)に対して射影頂点の集合を P, 移入頂点の集合を Iとする. Γ0から
頂点集合 ∪

k≥0

(τ−k(P) ∪ τk(I))

を除くことにより, 安定並進クイバーを得る. これを sΓで表す.

例 1.44. Γを次のクイバーとし, τ を点線とする (左端と右端の点線は同一視の点線 ).

•
""E

EEE
EE

•
""E

EEE
EE

<<yyyyyy •
""E

EEE
EE

oo

•
""E

EEE
EE •

""E
EEE

EE
oo •

""E
EEE

EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •oo

•
""E

EEE
EE

<<yyyyyy •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo oo

• //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // • //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // •
""E

EEE
EE

//

<<yyyyyy • // • //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // •

•

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyyoo •

<<yyyyyyoo •

<<yyyyyyoo oo

•

<<yyyyyy

これは並進クイバーであり, sΓは次になる.

•
""E

EEE
EE •

""E
EEE

EE
oo •

""E
EEE

EE
oo •

""E
EEE

EE
oo •oo

•
""E

EEE
EE

<<yyyyyy •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo oo

• //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // • //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // •
""E

EEE
EE

//

<<yyyyyy • // • //

""E
EEE

EE

<<yyyyyy • // •

•

<<yyyyyy •

<<yyyyyyoo •

<<yyyyyyoo •

<<yyyyyyoo oo
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次に重要な安定並進クイバーを定義する.

定義 1.45. ∆をDynkin図形とする. ∆から以下のクイバー Z∆を構成する.

(a) 頂点集合は
(Z∆)0 := Z×∆0 = {(i, x) | i ∈ Z, x ∈ ∆0}

とする.

(b) (i.x)から (i, x+) ∪ (i+ 1, x−)に属す頂点へ 1本づつ矢を引く.

(c) τ を
τ : (Z∆)0 3 (i, x) 7−→ (i− 1, x) ∈ (Z∆)0

とする.

こうして構成した (Z∆, τ)は安定並進クイバーであり, Z∆は∆の向き付けによらないこ
とが示されている.

例 1.46. 定義 1.45における∆ = A3の場合と∆ = D4の場合を見てみよう.

∆ = A3 : 1 // 2 // 3

とする. このとき (Z∆, τ)以下で与えられる.

(−2, 3)

$$I
IIIIIIII (−1, 3)

##H
HH

HH
HH

HH
oo (0, 3)

##F
FFFFFFF

oo (1, 3)oo

· · · · · · (−1, 2)

$$I
IIIIIIII

::uuuuuuuuu
(0, 2)

##F
FFFFFFF

;;xxxxxxxx
oo (1, 2)

##F
FFFFFFF

;;xxxxxxxx
oo · · · ·

(−1, 1)

::uuuuuuuuu
(0, 1)

;;vvvvvvvvv
oo (1, 1)

;;xxxxxxxx
oo (2, 1)oo

次に
∆ = D4 : 1 // 2 //

��

3

4

とする. このとき (Z∆, τ)以下で与えられる.

(−2, 3)

$$I
IIIIIIII (−1, 3)

##H
HH

HH
HH

HH
oo (0, 3)

##F
FFFFFFF

oo (1, 3)oo

· · · · · · (−2, 4) // (−1, 2)

$$I
IIIIIIII

::uuuuuuuuu
// (−1, 4) // (0, 2)

##F
FFFFFFF

;;xxxxxxxx
// (0, 4) // (1, 2) //

##F
FFFFFFF

;;xxxxxxxx
(1, 4) · · · · · ·

(−1, 1)

::uuuuuuuuu
(0, 1)

;;vvvvvvvvv
oo (1, 1)

;;xxxxxxxx
oo (2, 1)oo
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定義 1.47. (Γ, τ), (Γ′, τ ′)を並進クイバーとする. f : (Γ, τ) −→ (Γ′, τ ′)を二つの写像

f0 : Γ0 −→ Γ′
0, f1 : Γ1 −→ Γ′

1

の組とする. f が次の条件をみたすとき並進クイバーの写像 (translation quiver mor-
phism)という.

(a) Γの矢 x
α−−→ yに対して, f0(x)

f1(α)−−−−→ f0(y)である.

(b) x ∈ Γ∗
0に対して, f0τ(x) = τ ′f0(x)である.

さらに f0, f1が全単射であるとき, f は並進クイバーの同型という. 並進クイバーの自己同
型のなす群をAut(Γ)で表す.

定義 1.48. (Γ, τ)を並進クイバーとし, Gを Aut(Γ)の部分群とする. Gが次の条件をみ
たすとき許容群 (admissible group)という.

(a) 任意の x ∈ Γ0に対して, Γ0の各G-軌道と {x} ∪ x+の交わりは多くても一つ.

(b) 任意の x ∈ Γ0に対して, Γ0の各G-軌道と {x} ∪ x−の交わりは多くても一つ.

このとき ΓとGから新しい並進クイバーが構成できる. クイバー Γ/Gを次で定義する.

(a) 頂点集合は {Gx | x ∈ Γ0}とする.

(b) Γにおいて xから yへの矢が存在すれば, GxからGyへの矢を引く.

許容群の条件から, Γ/Gは τ̃(Gx) = G(τ(x))を並進写像とする並進クイバーとなる. さら
に (Γ, τ)が安定並進クイバーのとき, (Γ.τ̃)は安定並進クイバーとなる. 以下混乱のないと
きは τ̃ を単に τ で表わす.

並進クイバーの写像の定義と許容部分群の定義より次の補題が従う.

補題 1.49. (Γ, τ)を並進クイバーとし, Gを Aut(Γ)の許容部分群とする. このとき自然
な並進クイバーの写像

Π : Γ −→ Γ/G

がある. これについて以下が成り立つ.

(1) 任意の x ∈ Γ0に対して,
Π|x+ : x+ −→ (Πx)+

は全単射である.

(2) 任意の x ∈ Γ0に対して,
Π|x− : x− −→ (Πx)−

は全単射である.

(3) 任意の x ∈ Γ∗
0に対して, Π(τx) = τ(Πx)である.
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例 1.50. 例 1.46の∆ = A3の場合を考える.

G = {τ3n | n ∈ Z}

と定める. このときGは Aut(Z∆)の許容部分群であり, 並進クイバー (Z∆/G, τ)は以下
で与えられる. 但し右端と左端の点線は同一視であり, 左へ進む点線は τ を表わしている.

•
""E

EEE
EE •

""E
EEE

EE
oo •

""E
EEE

EE
oo oo

•
""E

EEE
EE

<<yyyyyy •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •
""E

EEE
EE

<<yyyyyyoo •oo

•

<<yyyyyy •

<<yyyyyyoo •

<<yyyyyyoo oo

安定並進クイバー Γの頂点が有限個のとき, Γは Dynkin図形と許容群を用いて記述で
きるというのが次の定理である.

定理 1.51. [8, 30] Γを頂点が有限個である連結な安定並進クイバーとする. このとき

Γ = Z∆/G

となる唯一つのDynkin図形∆とAut(Z∆)の許容部分群Gがある. 特に有限表現型の連
結かつ基本的な多元環のAR-クイバー Γに対して

sΓ = Z∆/G

となる唯一つのDynkin図形∆とAut(Z∆)の許容部分群Gがある.

この定理は４章の主定理の証明において重要になる.

1.5 傾加群

環上の加群を調べるにあたって, 調べる対象である環から, より扱いやすい環に視点を
移すことができれば便利である. このことから, 二つの環上の加群圏がいつ一致するかと
いうことは重要な問題である. この問題に回答を与えるのが次の森田の定理である.

定理 1.52 (森田). 環R,Sについて次は同値である.

(1) R上の有限生成射影生成加群 P が存在して, S ' EndR(P )である.

(2) ModRとModSは圏同値である.

(3) modRとmodSは圏同値である.

例えばこの定理のよく知られた応用として次の命題がある.

命題 1.53. Rをアルティン環とする. このとき

ModR ' ModS

なる基本的なアルティン環 Sが存在する.
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この命題によりアルティン環上の加群を調べるときは, 環が基本的であるという仮定を
つけてもよい. 環が基本的であるということはに非常に強力な仮定であり, 我々に数々の
恩恵を与えてくれる. このように森田の定理によって, 与えられた環上の加群を調べる際
により良い環に置き換えて加群の構造を調べることができるのである. 但し定理 1.52 (1)
の有限生成射影生成というのは強い条件で, 一つの環に対してのその上の有限生成射影生
成加群はほとんど存在しない.
以下では有限生成 R-加群の圏modRについて考える. これから述べる多元環上の傾加
群とは定理 1.52の条件 (1)にある有限生成射影生成加群の類似であり, 傾加群が一つ与え
られると定理 1.52 (3)に近い状況が起こる. すなわち多元環R上の傾加群 T があるとき,
S = EndR(T )とおくとmodRとmodSのある充満部分圏の間に圏同値が導かれる.
以下この節ではRを基本的な多元環とする.

定義 1.54. T ∈ modRが以下の三条件をみたすとき, R上の傾加群 (tilting module)で
あるという.

(T1) pdM ≤ 1.

(T2) Ext1R(T, T ) = 0.

(T3) ある T0, T1 ∈ addT が存在して, 次の完全列が存在する.

0 −→ R −→ T0 −→ T1 −→ 0.

定義の (T1),(T2),(T3)は射影生成という条件を緩めたものになっている. 実際, 射影生
成加群は傾加群である.

今 R上の傾加群 T が与えられたとする. T より定義される次の二つのmodRの充満部
分圏を定める.

T (T ) := {M ∈ modR | Ext1R(T,M) = 0}

F(T ) := {M ∈ modR | HomR(T,M) = 0}

さらに S = EndR(T )とおき, 次の二つのmodSの充満部分圏を定める.

X (T ) := {M ∈ modS | M ⊗S T = 0}

Y(T ) := {M ∈ modS | TorS
1 (M,T ) = 0}

このように定めた充満部分圏の組の間に次の圏同値が発生する.

定理 1.55 (Brenner-Butler). T ∈ modRを傾加群とし, S = EndR(T )とおく. このとき
次の二つの圏同値を得る.

(1) 二つの関手 HomR(T,−) : T (T ) −→ Y(T )と−⊗S T : Y(T ) −→ T (T )が定義され,
互いに quasi-inverseである. 従って

T (T ) ' Y(T )

である.
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(2) 二つの関手 Ext1R(T,−) : F(T ) −→ X (T )と TorS
1 (−, T ) : X (T ) −→ F(T )が定義さ

れ, 互いに quasi-inverseである. 従って

F(T ) ' X (T )

である.

この定理はBrenner-Butlerの定理と呼ばれているもので, 定理 1.52 (1)=⇒(2)の類似で
ある. 傾加群は射影生成加群を緩めたものであるから加群圏全体の圏同値は得られないが,
部分的に圏同値を得るのである.

例 1.56. 多元環

R =

 K K K

0 K K

0 0 K


を考える. Rの傾加群として

T = ( K K K )⊕ ( K K 0 )⊕ ( 0 K 0 )

がとれる. S = EndR(T )とおくとき,

S '

 K 0 0
K K K

0 0 K


である. Rと SのAR-クイバーを示し, T (T ),F(T ),X (T ),Y(T )を図示する. 但し加群を
表し方は, 例 1.39と同じとする.
RのAR-クイバー

( K K K )

&&LLLLLLLLLL

( 0 K K )

&&LLLLLLLLLL

88rrrrrrrrrr
( K K 0 )

%%KKKKKKKKKK
oo

( 0 0 K )

99ssssssssss
( 0 K 0 )

88rrrrrrrrrr
oo ( K 0 0 )oo

SのAR-クイバー

( K 0 0 )

%%LLLLLLLLLL
( 0 K K )

%%KKKKKKKKKK
oo

( K K K )

&&LLLLLLLLLL

88rrrrrrrrrr
( 0 K 0 )oo

( 0 0 K )

99rrrrrrrrrr
( K K 0 )

99ssssssssss
oo

この節の最後に傾加群の条件 (T3)の言い換えである次の命題述べておく. 命題の中の
(T3’)は (T3)よりも扱い易く, ５章では非常に重要になる言い換えである.
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命題 1.57. T ∈ modRが (T1),(T2)をみたすとする. このとき T が (T3)をみたすことと,
次の (T3’)をみたすことは同値である.

(T3’) T の互いに非同型な直既約直和因子の個数は Pi(R)の元の個数と同じである.

定義 1.58. T を傾加群とし, その直既約分解を T = T1 ⊕ · · · ⊕ Tmとする. T1, · · · , Tmが
互いに非同型であるとき, T は基本的 (basic)であるという. このとき命題 1.57よりmは
Pi(R)の元の個数と一致する. 基本的な R上の傾加群の同型類の集合を tilt(R)と表すこ
とにする.

Brenner-Butlerの定理で見たように, Rの傾加群 T があると Rの有限生成加群圏に近
い有限生成加群圏をもつ多元環 S = EndR(T )が作られる. このときある種の問題はRか
ら Sに移して考えることができる. このことから与えられた多元環に対して, その上の傾
加群を全て求めるということは一つの問題である. ５章では原田多元環 Rの tilt(R)の記
述を与えることによって, 原田多元環上の傾加群を全て求める.
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2 原田多元環の基本事項
ここでは研究の対象である原田多元環 (以下単に原田多元環)について説明する. 昔か
ら調べられている二つの多元環がある. 一つは中山多元環と呼ばれる多元環で, 有限生成
直既約射影加群の構造が非常に単純になっている多元環である (定義 2.1). もう一つは自
己移入多元環と呼ばれている多元環で, その名の通り環自身を加群と見たときに移入的で
ある多元環である (定義 2.4). 原田多元環は中山多元環と自己移入多元環を同時に一般化
した多元環である. それは以下で述べている定義 2.7から窺えるが, 実際に原田多元環は
中山多元環と自己移入多元環を含む環のクラスであることが [6]で述べられている. また
[6, 22, 23, 27]で原田多元環と中山多元環と自己移入多元環の三者の関係が調べられてお
り, 特に [27]で原田多元環と自己移入多元環は構造的に深い関係にあることが述べられて
いる. 原田多元環を研究する一つの理由として, 中山多元環と自己移入多元環をより一般
的に扱い, 得られた結果をそれらに応用して環構造を調べるということが挙げられる.
３章, ４章, ５章では原田多元環を多元環の道具を使って調べ, 新しい結果を得る. この
章ではそこで必要な原田多元環の定義と原田多元環の構造定理を述べる. とりわけ原田多
元環の構造定理は３章, ４章の基盤となる重要な定理である.
１節で中山多元環と自己移入多元環の定義と例を紹介する. ２節で原田多元環を直既約
射影加群の構造によって定義し, いくつかの例を紹介する. そして３節で原田多元環の研
究において重要な結果である原田環の構造定理を述べる. 最後に４節で原田環の連結性に
関する補題を証明する. なおここで紹介する事実は [6, 9, 27]等で述べられている結果の一
部である.

2.1 中山多元環と自己移入多元環

この節では中山多元環と自己移入多元環を定義し, それらの例を挙げる. 最初に中山多
元環を定義し, 例を紹介する.

定義 2.1. Rを多元環とする.

(1) Xを有限生成R-加群とする. Xの組成列が唯一つであるとき, Xを単列加群 (unis-
erial module)という.

(2) 有限生成直既約射影 R-加群と有限生成直既約射影 Rop-加群が単列加群であるとき,
Rを中山多元環 (Nakayama algebra)という.

定義からわかるように中山多元環は, 射影加群が非常に単純な構造をもった環である. そ
のことが次の例からわかってもらえるだろう.

例 2.2.

(1) 多元環

R =

 K K K

0 K K

0 0 K
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は中山多元環である. 有限生成直既約射影R-加群の組成列は

( 0 0 0 ) ⊂ ( 0 0 K ) ⊂ ( 0 K K ) ⊂ ( K K K )

及び, その 0から始まり射影加群で終わる部分列のみである. また有限生成直既約射
影Rop-加群の組成列も同様に一通りのみ与えられる.

(2) 多元環

R =

 K[x]/(x3) K[x]/(x3) K[x]/(x3)
(x)/(x3) K[x]/(x3) K[x]/(x3)
(x)/(x3) (x)/(x3) K[x]/(x3)


は中山多元環である. 有限生成直既約射影R-加群の組成列は

( 0 0 0 ) ⊂ ( 0 0 (x2)/(x3) ) ⊂ ( 0 (x2)/(x3) (x2)/(x3) )

⊂ ( (x2)/(x3) (x2)/(x3) (x2)/(x3) )

⊂ ( (x2)/(x3) (x2)/(x3) (x)/(x3) )

⊂ ( (x2)/(x3) (x)/(x3) (x)/(x3) )

⊂ ( (x)/(x3) (x)/(x3) (x)/(x3) )

⊂ ( (x)/(x3) (x)/(x3) K[x]/(x3) )

⊂ ( (x)/(x3) K[x]/(x3) K[x]/(x3) )

⊂ ( K[x]/(x3) K[x]/(x3) K[x]/(x3) )

及び, その 0から始まり射影加群で終わる部分列のみである. また有限生成直既約射
影Rop-加群の組成列も同様に一通りのみ与えられる.

中山多元環は射影加群の構造故に, 直既約加群も単純な構造をしていることが示されて
いる.

定理 2.3. [4, V Lemma3.5] Rを中山多元環とする.

(1) 任意の有限生成直既約R-加群X に対して, X ' P/I となる有限生成直既約射影R-
加群 P とその部分加群 Iが存在する. 従って特に有限生成直既約R-加群は単列加群
である.

(2) Rは有限表現型である.

次に自己移入多元環とその中山置換の定義を述べ, 例を紹介する.

定義 2.4. 多元環 Rが R-加群として移入的であり, また Rop-加群としても移入的である
とき, Rを自己移入多元環 (self-injective algebra)という.

自己移入多元環は多くの特徴付けが知られている ([18, 19, 13, 21]). その中の一つを紹
介する.

定理 2.5. [13, Thm1],[18, Thm2] 多元環Rに対して次は同値である.
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(1) Rは自己移入多元環である.

(2) Rの直交原始冪等元の基本系を{e1, · · · , em}とするとき,次の条件をみたす{1, · · · ,m}
上の置換 σが存在する.

S(eiR) ' eσ(i)R/J(eσ(i)R), S(Reσ(i)) ' Rei/J(Rei).

この置換 σをRの中山置換 (Nakayama permutation)という.

自己移入多元環の例を挙げる.

例 2.6.

(1) 体と有限群で構成される群環は自己移入多元環である.

(2) Rを次のクイバーと関係式で構成される多元環とする.

1
α // 2
β

oo
γ // 3
δ

oo


βα = γδ

αβ = 0

δγ = 0

有限生成直既約射影R-加群をレヴィー列で表わす.

ε1R =
1
2
3
, ε2R =

2
1 3

2
, ε2R =

3
2
1
.

有限生成直既約移入R-加群も同様にレヴィー列で表わすと, これらと一致している
ことがわかる. 従ってRは自己移入多元環であり, レヴィー列からRの中山置換は(

1 2 3
3 2 1

)

である.

2.2 原田多元環の定義

まず最初に原田多元環を定義する.

定義 2.7. Rを多元環とする. 直交原始冪等元の完全系 Pi(R)が次のように並べることが
できるとき, Rを原田多元環 (Harada algebra)であるという.

Pi(R) = {eij}mi=1,
ni
j=1

(a) ei1Rは右移入R-加群である. (1 ≤ i ≤ m)

(b) ei,j+1R ' J(eijR)であるか, または ei,j+1R ' eijRである. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤
ni − 1)

Rが原田多元環でも Ropが原田多元環であるとは限らない (例 2.8 (6)). 原田多元環の
クラスは森田同値で閉じているので, 基本的な原田多元環を考えればよい.
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原田多元環の例をいくつか紹介しよう.

例 2.8.

(1) 定義より自己移入多元環は原田多元環である.

(2) 中山多元環は原田多元環である ([6]). 以下の例 (3),(4)は中山多元環である.

(3) 上半三角行列環

R =


K K K K K

0 K K K K

0 0 K K K

0 0 0 K K

0 0 0 0 K


を考える. これについて

(a) 〈1〉11Rは右移入R-加群である.

(b) 〈1〉i+1,i+1R ' J(〈1〉iiR)である. (1 ≤ i ≤ 4)

よってRは原田多元環である (〈1〉ij は 3ページの記号表参照).

(4) 例 (2)の剰余環を考える.

R =


K K K K K

0 K K K K

0 0 K K K

0 0 0 K K

0 0 0 0 K

 , X =


0 0 K K K

0 0 0 0 K

0 0 0 0 K

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


とし, R = R/X とする. これについて

(a) 〈1〉11R, 〈1〉22R, 〈1〉44Rは右移入R-加群である.

(b) 〈1〉33R ' J(〈1〉22R), 〈1〉55R ' J(〈1〉44R)である.

よってRは原田多元環である.

(5) 次のクイバーと関係式から構成される多元環Rを考える.

2

x

��

6δoo

1

α
@@�������
3

y

��
4

β

^^>>>>>>>

γ
// 5

z

OO


βα = γzδ

αxyγ

δxyβ
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有限生成直既約射影R-加群をレヴィー列で表わしてみる.

ε1 =
1
2
3
4
1

, ε2 =

2
3
4

5
1

6
2
3
4

, ε3 =

3
4

5
1

6
2
3
4

, ε4 =

4
5

1
6

2
3
4

, ε5 =

5
6
2
3
4
5
6

, ε6 =

6
2
3
4
5
6

.

これについて

(a) ε1R, ε2R, ε5Rは右移入R-加群である.

(b) ε3R ' J(ε2R), ε4R ' J(ε3R), ε6R ' J(ε5R)である.

よってRは原田多元環である. この例は中山多元環でも自己移入多元環でもない原
田多元環の例である.

(6) 局所自己移入多元環Q = K[x, y]/(x2, y2)を考える. J(Q) = (x, y)/(x2, y2), S(Q) =
(xy, x2, y2)/(x2, y2)である.

R =

(
Q Q

J(Q) Q

)
/

(
0 S(Q)
0 S(Q)

)
とする. Rは原田多元環であることが言える. しかし二列目の底は単純ではないこ
とから, Ropは原田多元環ではない.

2.3 原田多元環の構造定理

ここでは３章と４章の基本となる原田多元環の構造定理を紹介する. 原田多元環の構造
定理とは, 全ての原田多元環は自己移入多元環にある操作を施すことにより構成されると
いう定理である. ある操作とはブロック拡大, 上階段型剰余環を作るという二つの操作の
事である. まずはこの二つの操作を定義し, その後に原田多元環の構造定理を述べよう.

定義 2.9. Rを基本的な多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする.

Aij = eiRej (1 ≤ i, j ≤ m)

とおく. 特にQi = Aii (1 ≤ i ≤ m)とおく. このときRは次の行列で表現できる.

R =


A11 A12 · · · A1m

A21 A22 · · · A2m

...
...

. . .
...

Am1 Am2 · · · Amm

 =


Q1 A12 · · · A1m

A21 Q2 · · · A2m

...
...

. . .
...

Am1 Am2 · · · Qm


これから n1, · · · , nm ∈ Nに対するRのブロック拡大R(n1, · · · , nm)を構成する.

Pij,st =


Qi (i = s, j ≤ t)
J(Qi) (i = s, j > t)

Ais (i 6= s)
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とし, ni × ns行列 P (i, s)を

P (i, s) =


Pi1,s1 Pi1,s2 · · · Pi1,sns

Pi2,s1 Pi2,s2 · · · Pi2,sns

...
...

. . .
...

Pini,s1 Pini,s2 · · · Pini,sns



=




Qi · · · Qi

. . .
...

J(Qi) Qi

 (i = s)


Ais · · · Ais

...
...

Ais · · · Ais

 (i 6= s)

とする. これをもって

P = R(n1, · · · , nm) =


P (1, 1) P (1, 2) · · · P (1,m)
P (2, 1) P (2, 2) · · · P (2,m)

...
...

. . .
...

P (m, 1) P (m, 2) · · · P (m,m)


と定める. この n1 + · · · + nm 次正方行列 P は通常の行列の和と積によって環になる.
P = R(n1, · · · , nm)をRのブロック拡大 (block extension)という. P は基本的な多元
環であり, 直交原始冪等元の完全系として

{pij = 〈1〉ij,ij | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni}

がとれる.

このように定義したブロック拡大について次が成り立つ.

命題 2.10. 基本的な自己移入多元環の任意のブロック拡大は基本的な原田多元環になる.

[証明] 定義 2.9の記号を用いる. Rが基本的な自己移入多元環であるとする. 次のこと
が示せる.

(a) pi1Rは右移入R-加群である. (1 ≤ i ≤ m)

(b) pi,j+1R ' J(pijR)である. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni − 1)

従ってR(n1, · · · , nm)は原田多元環であることがわかる. �

例 2.11.

(1) 例 2.8 (2) はK の 5に対するブロック拡大である.
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(2) 定義 2.9において, m = 2, n1 = 3, n2 = 2のときを考える. このとき

R(3, 2) =


Q1 Q1 Q1 A12 A12

J(Q1) Q1 Q1 A12 A12

J(Q1) J(Q1) Q1 A12 A12

A21 A21 A21 Q2 Q2

A21 A21 A21 J(Q2) Q2


である. もしRが自己移入多元環ならばR(3, 2)は原田多元環になる.

従ってブロック拡大は自己移入多元環から原田多元環を構成する一つの方法である. 次
にブロック拡大を特別なイデアルで割ることにより, 新しい原田多元環が構成できること
を述べる.

定義 2.12. Rを基本的な自己移入多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする. また σをそ
の中山置換とする. 定義 2.9の記号をそのまま用いる.
まず最初に P (i, σ(i))の (P (i, i), P (σ(i), σ(i)))-両側部分加群 S(i, σ(i))を作る.

（I）i = σ(i)のとき. 次の自然数の列をとる.

1 ≤ ci1 ≤ ci2 ≤ · · · ≤ cini ≤ ni.

P (i, i)の部分集合 S(i, i)を定める. まず

Sij,it =

0 (1 ≤ t ≤ cij),
S(Qi) (cij < t ≤ ni)

とする. S(Qi)は左Qi単純かつ右Qi単純加群であることを注意しておく. そして

P (i, i) ⊃ S(i, i) =


Si1,i1 Si1,i2 · · · Si1,ini

Si2,i1 Si2,i2 · · · Si2,ini

...
...

. . .
...

Sini,i1 Sini,i2 · · · Sini,ini


とする. S(i, i)は P (i, i)のイデアルになる. このとき S(i, i)は次の形をしている.

S(i, i) =


0 · · · 0 S(Qi)

0

 .

（II）i 6= σ(i)のとき. 次の自然数の列をとる.

1 ≤ ci1 ≤ ci2 ≤ · · · ≤ cini ≤ nσ(i).
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P (i, σ(i))の部分集合 S(i, σ(i))を定める. まず

Sij,σ(i)t =

0 (1 ≤ t ≤ cij),
S(Aiσ(i)) (cij < t ≤ nσ(i))

とする. S(Aiσ(i))は左Qi単純かつ右Qσ(i)単純加群であることを注意しておく. そ
して

P (i, σ(i)) ⊃ S(i, σ(i)) =


Si1,σ(i)1 Si1,σ(i)2 · · · Si1,σ(i)nσ(i)

Si2,σ(i)1 Si2,σ(i)2 · · · Si2,σ(i)nσ(i)

...
...

. . .
...

Sini,σ(i)1 Sini,σ(i)2 · · · Sini,σ(i)nσ(i)


とする. S(i, σ(i))は P (i, σ(i))の (P (i, i), P (σ(i), σ(i)))-両側部分加群になる. この
とき S(i, σ(i))は次の形をしている.

S(i, σ(i)) =


0 · · · 0 S(Aiσi)

0

 .

このように（I）,（II）で定めた S(i, σ(i))をもって, P = R(n1, · · · , nm)の部分集合X

を作る.

P (i, s) ⊃ X(i, s) =

S(i, σ(i)) (s = σ(i)),

0 (s 6= σ(i)),

として,

X =


X(1, 1) X(1, 2) · · · X(1,m)
X(2, 1) X(2, 2) · · · X(2,m)

...
...

. . .
...

X(m, 1) X(m, 2) · · · X(m,m)

 .

とする. このX は P のイデアルになる. そこで P の剰余環

P = P/X = R(n1, · · · , nm)/X

を考える. この剰余環をR(n1, · · · , nm)の上階段型剰余環 (upper staircase factor ring)
という.

このように定義した上階段型剰余環について次が成り立つ.

命題 2.13. 基本的な自己移入多元環のブロック拡大の上階段型剰余環は基本的な原田多
元環になる.
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[証明] 定義 2.9, 定義 2.12の記号を用いる. Rが基本的な自己移入多元環であるとする.
li0, li1, · · · , liui を次の条件をみたす自然数の列とする.

(1) li0 = 0, liui = ni.

(2) ci,lij−1+1 = · · · = cilij (1 ≤ j ≤ ui).

(3) cilij < ci,lij+1 (1 ≤ j ≤ ui).

このとき次が示せる.

(a) pi,lij−1+1Rは右移入R-加群である. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ui)

(b) pi,k+1R ' J(pikR)である. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ui, lij−1 + 1 ≤ k ≤ lij − 1)

従ってR(n1, · · · , nm)は原田多元環であることがわかる. �

例 2.14.

(1) 例 2.7 (3)の RはK の 5に対するブロック拡大であると述べた. R/X は自然数の
列を

c11 = 1, c12 = 4, c13 = 4, c14 = 5, c15 = 5

としたときの上階段型剰余環である.

(2) 例 2.11 (2)の P = R(3, 2)を考える. 今 Rは中山置換が恒等置換である基本的な自
己移入多元環であると仮定する. 次の自然数の列をとる.

c11 = 1, c12 = 2, c13 = 2, c21 = 1, c22 = 2.

このときX は次で定められる.

X =


0 S(Q1) S(Q1) 0 0
0 0 S(Q1) 0 0
0 0 S(Q1) 0 0
0 0 0 0 S(Q2)
0 0 0 0 0

 .

剰余環 P/X は基本的な原田多元環になる.

自己移入多元環のブロック拡大とその上階段型剰余環が原田多元環になることを述べた.
実は全ての原田多元環はこの方法で構成することができる.

定理 2.15. (原田多元環の構造定理 [27, Thm2]) 任意の基本的な原田多元環 T に対してあ
る基本的な自己移入多元環Rが存在して, T はRのあるブロック拡大の上階段型剰余環と
環同型である.

この構造定理より自己移入多元環とそのブロック拡大の上階段型剰余環の関係を調べる
というのが, 原田多元環を研究する一つの方法である.
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2.4 原田多元環の連結性

基本的な自己移入多元環のブロック拡大やその上階段型剰余環はまた基本的であった.
この節ではこれらの連結性について述べる.

命題 2.16. Rを連結かつ基本的な自己移入多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする.

(1) 任意の n1, · · · , nm ∈ Nに対してR(n1, · · · , nm)は連結である.

(2) 連結でないRのブロック拡大の上階段型剰余環が存在するならば, R ' K である.

[証明] (1) P = R(n1, · · · , nm)とおき, 定義 2.9の記号を用いる. P が連結でないとする.
すなわち直交原始冪等元の完全系 {pij}の分解による P の中心直交冪等元の組 e, f が存在
するとする. eが p11を含むとする.

pi1Pps1 = eiRes

であることと, Rが連結であることから eは p11, · · · , pm1を含む. さらに

pi1Ppij = eiRei (1 ≤ j ≤ ni)

であるから, eは pij を全て含む. すなわち

e =
m∑

i=1

ni∑
j=1

pij = 1,

f = 0

である. 従って矛盾である.
(2) 連結でないRのブロック拡大の上階段型剰余環を P = P/X とし, 定義 2.12の記号
を用いる. 直交原始冪等元の完全系 {pij}の分解による P の中心直交冪等元の組 e, f が存
在する. eが p11を含むとする.

pi1Pps1 = eiRes

であることと, Rが連結であることから eは p11, · · · , pm1を含む.
i 6= σ(i)ならば

pi1Ppij = eiRei (1 ≤ j ≤ ni)

であるから eは pij (1 ≤ j ≤ ni)を含む. 従って f に含まれる pstをとると, s = σ(s)であ
る. i 6= sに対して

0 = pi1Ppst = eiRes,

0 = pstPpi1 = esRei

である. このこととRが連結であるという仮定からm = 1でなければならない. s = 1で
ある.
今 p11が eに含まれ, p1tが f に含まれているから

0 = p1tPp11 = J(e1Re1) = J(R)

である. 以上よりRは J(R) = 0なる局所多元環である. 従ってR ' K である. �
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3 原田多元環のクイバー表示
ここでは原田多元環のクイバー表示を決定する. この章の結果は新しい結果であり, [32]
の内容を要約したものである. 定理 2.15で原田多元環は自己移入多元環のブロック拡大の
上階段型剰余環であると述べた. そこで与えられた自己移入多元環のクイバー表示が, ブ
ロック拡大の上階段型剰余環によってどのように変化するのかを調べる. つまりここでの
目的は原田多元環のクイバー表示を対応する自己移入多元環のクイバー表示で記述するこ
とである.
１節で記号の準備をし, この章の主定理を述べる. この章の主定理とは与えられた多元環
のブロック拡大のクイバー表示を, 元の多元環のクイバー表示で記述することである. ２節
で１節で述べた主定理の証明をする. ３節で主定理の結果を自己移入多元環のブロック拡
大に適用する. そして最後に上階段型剰余環を与えるイデアルを生成する関係式を求める.

3.1 ブロック拡大のクイバー表示

Rを基本的な多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする. 定義 2.9の記号を用いる. Rの
ジャコブソン根基 J(R)は次のように行列で表現できる ([3]).

J(R) =


J(Q1) A12 · · · A1m

A21 J(Q2) · · · A2m

...
...

. . .
...

Am1 Am2 · · · J(Qm)

 .

これを用いて J(R)2を計算すると次のようになる.

J(R)2 =

 B11 · · · B1m

...
...

Bm1 · · · Bmm

 , (1)

Bij =

J(Qi)2 +
∑

k 6=iAikAki (i = j),

J(Qi)Aij +AijJ(Qj) +
∑

k 6=i,j AikAkj (i 6= j).

ここで

dij =

dimK J(Qi)/Bii (i = j),

dimK Aij/Bij (i 6= j).

とおく. RのクイバーQは以下で定められるクイバーであった.

(a) Qの頂点の集合は {1, 2, · · · ,m}とする.

(b) iから jへ dij 本の矢 {α1
ij , α

2
ij , · · · , α

dij

ij }を引く.
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道多元環KQからRへの全射環準同型を作る. J(Qi)/Bii, Aij/Bij の基底

{x1
ij , x

2
ij , · · · , x

dij

ij }

をとる. このとき次をみたす環準同型 ϕ : KQ −→ Rが作れる.

KQ 3 i 7−→ 〈1〉ii ∈ R,
KQ 3 αt

ij 7−→ 〈xt
ij〉ij ∈ R.

この ϕは全射になることが言える. 従って

KQ/Ker ϕ ' R

である. Ker ϕは許容イデアルであり, 従って有限個のQの関係式 ρ1, · · · , ρwがあって

Ker ϕ = (ρ1, · · · , ρw)

と書ける.
これらの記号を用いて, Rのブロック拡大のクイバーを与える定理を述べよう.

定理 3.1. n1, · · · , nm ∈ Nとし, P = R(n1, · · · , nm)とおく. P のクイバーQ′は次で与え
られる.

(a) Q′の頂点の集合は {(i, j) | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni}とする.

(b) 頂点の間に次の二種類の矢を引く.

• (i, j)から (i, j + 1)へ 1本の矢 δij を引く.

• (i, ni)から (s, 1)へ dis本の矢 {β1
is, β

2
is, · · · , β

dis
is }を引く.

さらにRのブロック拡大の関係式を記述する. そのために必要な拡張写像を定義する.

定義 3.2. 定理 3.1の記号を用いる. KQ+,KQ
′
+をそれぞれQ,Q′の長さ 1以上の全ての

道を基底とするKQ,KQ′の部分ベクトル空間とする.

δi = δi1δi2 · · · δini−1 ∈ KQ′ (1 ≤ i ≤ m)

とおく. 線型写像 e : KQ+ −→ KQ′
+を次のようの定める. 任意のQの道

p = αt1
i1i2

αt2
i2i3
· · ·αtk

ikik+1

= i1
α

t1
i1i2 // i2

α
t2
i2i3 // i3 // · · · · · ·

α
tk
ikik+1 // ik+1

に対してKQ′の道

e(p) = βt1
i1i2

δi2β
t2
i2i3
· · · · · ·βtk−1

ik−1ik
δikβ

tk
ikik+1

= (i1, ni1)
β

t1
i1i2 // (i2, 1)

δi2 // (i2, ni2)
β

t2
i2i3 // · · · · · · // (ik, 1)

δik // (ik, nik)
β

tk
ikik+1// (nik+1

, 1)

を対応させる. この対応を線型に拡張することで eを定義する. この eを拡張写像 (exten-
sion map)という. 明らかに eは単射である.
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以上の設定の下で, Rのブロック拡大のクイバーの関係式に関する次の結果が得られる.

定理 3.3. P ' KQ′/(e(ρ1), · · · , e(ρw)).

定理 3.1, 定理 3.3の証明は次節で与える.

例 3.4. Rを次のクイバー表示から構成される多元環とする.

1α11
%% α12 // 2

α21

oo


α3

11 = α12α21

α11α12 = 0

α21α11 = 0

このときRは次のように行列表示できる.

R =

(
K[α11]/(α11)4 Kα12

Kα21 K[α21α12]/(α21α12)2

)

例えばR(3, 2)を考える. ブロック拡大の定義より.

R(3, 2) =

 K[α11]/(α11)4 K[α11]/(α11)4 K[α11]/(α11)4 Kα12 Kα12
(α11)/(α11)4 K[α11]/(α11)4 K[α11]/(α11)4 Kα12 Kα12
(α11)/(α11)4 (α11)/(α11)4 K[α11]/(α11)4 Kα12 Kα12

Kα21 Kα21 Kα21 K[α21α12]/(α21α12)2 K[α21α12]/(α21α12)2

Kα21 Kα21 Kα21 (α21α12)/(α21α12)2 K[α21α12]/(α21α12)2


となる. 定理よりR(3, 2)のクイバー表示は以下で与えられる.

(1, 2)
δ12

##G
GGGGGGG

(1, 1)

δ11
;;wwwwwwww

(1, 3)

β12

��

β11

oo

(2, 2)

β21

OO

(2, 1)
δ21oo


e(α3

11) = β11δ11δ12β11δ11δ12β11 = β12δ21β21 = e(α12α21)

e(α11α12) = β11δ11δ12β12 = 0

e(α21α11) = β21δ11δ12β11 = 0

3.2 定理 3.1, 定理 3.3の証明

前節の記号を引き続き用いる. まず定理 3.1を証明する. P のジャコブソン根基は次で
与えられる.

J(P ) =


J(1, 1) J(1, 2) · · · J(1,m)
J(2, 1) J(2, 2) · · · J(2,m)

...
...

. . .
...

J(m, 1) J(m, 2) · · · J(m,m)

 ,
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P (i, s) ⊃ J(i, s) =

 Ji1,s1 · · · Ji1,sns

...
...

Jini,s1 · · · Jini,sns



=





J(Qi) Qi · · · · · · Qi

J(Qi) Qi · · · Qi

. . . . . .
...

J(Qi) Qi

J(Qi) J(Qi)


(i = s),


Ais · · · Ais

...
...

Ais · · · Ais

 (i 6= s).

ここで

Pij,st ⊃ Jij,st =


Qi (i = s, j + 1 ≤ t),
J(Qi) (i = s, j + 1 > t),

Ais (i 6= s)

である. これから J(R)2を計算する. J(R)2の (ij, st)-成分を Cij,stとする.
(I) i = sのとき,

Cij,it =
m∑

k=1

nk∑
l=1

Jij,klJkl,it

=
ni∑
l=1

Jij,ilJil,it +
m∑

k=1,k 6=i

nk∑
l=1

Jij,klJkl,it

=


Qi (j + 1 < t),

J(Qi) (j + 1 ≥ t, (j, t) 6= (ni, 1)),

J(Qi)2 +
∑m

k=1,k 6=iAikAki = Bii ((j, t) = (ni, 1))

となる. 但しBiiは (1)のBiiである.
(II) i 6= sのとき,

Cij,st =
m∑

k=1

nk∑
l=1

Jij,klJkl,st

=
ni∑
l=1

Jij,ilJil,st +
nj∑
l=1

Jij,jlJjl,st +
m∑

k=1,k 6=i,j

nk∑
l=1

Jij,klJkl,st

=

Ais ((j, t) 6= (ni, 1)),

J(Qi)Ais +AisJ(Qs) +
∑m

k=1,k 6=i,j AikAks = Bis ((j, t) = (ni, 1))

となる. 但しBisは (1)のBisである.

46



この計算結果より

P (i, s) ⊃ C(i, s) =

 Ci1,s1 · · · Ci1,sns

...
...

Cini,s1 · · · Cini,sns



=





J(Qi) J(Qi) Qi

... J(Qi) J(Qi)

...
. . . . . .

J(Qi) J(Qi) J(Qi) J(Qi)

Bii J(Qi) · · · · · · J(Qi)


(i = s),


Ais Ais · · · Ais

...
...

...

Ais Ais · · · Ais

Bij Ais · · · Ais

 (i 6= s).

J(P )2 =


C(1, 1) C(1, 2) · · · C(1,m)
C(2, 1) C(2, 2) · · · C(2,m)

...
...

. . .
...

C(m, 1) C(m, 2) · · · C(m,m)


を得る. 従って

J(i, s)/C(i, s) =





0 Qi/J(Qi) 0 · · · 0
... 0 Qi/J(Qi) 0

...
...

. . . . . . 0

0 0 0 Qi/J(Qi)

J(Qi)/Bii 0 · · · · · · 0


(i = s),


0 0 · · · 0
...

...
...

0 0 · · · 0

Ais/Bis 0 · · · 0

 (i 6= s).

となり, 定理 3.1の主張を得る. �

次に定理 3.3を証明しよう. 環準同型ϕ′ : KQ′ −→ P を次をみたすように作れる (〈1〉ij,st
は 3ページの記号表参照).

KQ′ 3 (i, j) 7−→ 〈1〉ij,ij ∈ P,
KQ′ 3 δij 7−→ 〈1〉ij,ij+1 ∈ P,
KQ′ 3 βt

is 7−→ 〈xt
is〉ini,s1 ∈ P.
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このとき ϕ′は全射となる. 従って環同型

KQ′/Ker ϕ′ ' P.

を得る. 後はKer ϕ′ = (e(ρ1), · · · , e(ρw))を示せばよい. そこで次の補題を示す.

補題 3.5. 拡張写像 e : KQ+ −→ KQ′
+について次が成り立つ.

(1) Ker ϕ′は Im eの元で生成される.

(2) 任意の p ∈ KQ+に対して

ϕ(p) = 0 ⇐⇒ ϕ′(e(p)) = 0.

(3) j = t(p) = s(q)である道 p, q ∈ KQ+に対して

e(pq) = e(p)δje(q).

[証明] (1) p′ ∈ Ker ϕ′をとる. p′が関係式であるとする. このときQ′の定義より

p′ = δij · · · δinip
′′δs1 · · · δst (p′′ ∈ Im e).

となる p′′ ∈ Im eが存在する.

0 = ϕ′(p′) = ϕ′(δij · · · δinip
′′δs1 · · · δst)

= ϕ′(δij) · · ·ϕ′(δini)ϕ
′(p′′)ϕ′(δs1) · · ·ϕ′(δst)

= 〈1〉ij,ij+1 · · · 〈1〉ini−1,iniϕ
′(p′′)〈1〉s1,s2 · · · 〈1〉st,st+1

より, ϕ′(p′′) = 0を得る. 従って p′′ ∈ Ker ϕ′ ∩ Im eである. これより主張が従う.
(2) p = αt1

i1i2
αt2

i2i3
· · ·αtk

ikik+1
∈ KQ+をとる.

ϕ(p) = 〈xt1
i1i2
〉i1i2〈x

t2
i2i3
〉i2i3 · · · 〈x

tk
ikik+1

〉ikik+1

= 〈xt1
i1i2

xt2
i2i3
· · ·xtk

ikik+1
〉i1ik+1

である. 一方

ϕ′(e(p)) = ϕ′(βt1
i1i2

δi2β
t2
i2i3
· · ·βtk

ikik+1
)

= ϕ′(βt1
i1i2

)ϕ′(δi2)ϕ
′(βt2

i2i3
) · · ·ϕ′(βtk

ikik+1
)

= 〈xt1
i1i2
〉i1ni1

,i21〈1〉i21,i2ni2
〈xt2

i2i3
〉i2ni2

,i31 · · · 〈xtk
ikik+1

〉iknik
,ik+11

= 〈xt1
i1i2

xt2
i2i3
· · ·xtk

ikik+1
〉i1ni1

,ik+11

である. 従って iから jへの関係式 p ∈ KQ+に対して,

ϕ(p) = 〈r〉ij
ϕ′(e(p)) = 〈r〉ini,j1
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となる r ∈ eiRej が存在する. 従って

ϕ(p) = 0 ⇐⇒ r = 0 ⇐⇒ ϕ′(e(p)) = 0

を得る.
(3) eの定義より従う. �

さて定理 3.3の証明を完成させよう. I ′ = (e(ρ1), · · · , e(ρw))とおいて I ′ = Ker ϕ′を示
す. 補題 3.5 (2)より I ′ ⊂ Ker ϕ′である.
逆の包含関係を示すには補題 3.5 (1)よりKerϕ∩ Im e ⊂ I ′を示せばよい. p ∈ KQ+が

e(p) ∈ Ker ϕ′をみたすとする. 補題 3.5 (2)より p ∈ Ker ϕである. よって

p = a1ρ1b1 + a2ρ2b2 + · · ·+ awρwbw (ai, bi ∈ KQ)

と表すことができる.

e(p) = e(a1ρ1b1) + e(a2ρ2b2) + · · ·+ e(awρwbw)

であり,補題3.5 (3)よりe(aiρibi) ∈ I ′であるから, e(p) ∈ I ′である. 従って I ′ ⊂ Kerϕ∩Ime
が示せた. �

3.3 原田多元環のクイバー表示

２節で得た結果を応用して, 原田多元環のクイバー表示を対応する自己移入多元環のク
イバー表示で表す. 記号は前節までに用いたものと同じとする.
Rを基本的な自己移入多元環とし, その中山置換を σとする. P = R(n1, · · · , nm)とす
る. 自然数の列

1 ≤ ci1 ≤ ci2 ≤ · · · ≤ cini ≤ ni (1 ≤ i ≤ m)

をとる. この列によって定められる X によって上階段型剰余環 P = P/X を作る (定義
2.12参照). li0, li1, · · · , liui を次の条件をみたす自然数の列とする.

(1) li0 = 0, liui = ni.

(2) ci,lij−1+1 = · · · = cilij (1 ≤ j ≤ ui).

(3) cilij < ci,lij+1 (1 ≤ j ≤ ui).

P の関係式を求める. 各 1 ≤ i ≤ mに対して, ϕ(θi) ∈ S(eiR) − {0}なる iから σ(i)へ
のQの道 θiをとる. そして

θ′i = δie(θi)δσ(i) = δi1 · · · δi,ni−1e(θi)δσ(i)1 · · · δσ(i),nσ(i)−1 (1 ≤ i ≤ m)

とおく. これについて次の補題が成り立つ.

補題 3.6. 各 1 ≤ i ≤ mに対して, ϕ′(θ′i) ∈ S(fi1P )− {0}である.
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[証明] 補題 3.5 (1),(2)の証明より, ϕ′(θ′i) 6= 0である. また ϕ′(θ′i) ∈ fi1P は明らか. 後
は ϕ′(θ′i) ∈ S(fi1P )を示せばよいが, それには ϕ′(θ′i)J(P ) = 0を示せば十分である. 各
1 ≤ t ≤ dσ(i)sに対して, 拡張写像の定義より

θ′iβ
t
δ(i)s = δie(θ)δσ(i)β

t
δ(i)s = δie(θiα

t
σ(i)s)

を得る. ϕ(θiα
t
σ(i)s) = 0と補題 3.5 (2)より, ϕ′(e(θiα

t
σ(i)s)) = 0である. 従って

ϕ′(θ′i)ϕ
′(βt

δ(i)s) = ϕ′(θ′iβ
t
δ(i)s) = 0

であるから, ϕ′(θ′i)J(P ) = 0である. �

さて,

θ′i(u, v) =

δiu · · · δini−1e(θi)δσ(i)1 · · · δσ(i)v (1 ≤ u ≤ ni − 1, 1 ≤ v ≤ nσ(i) − 1),

e(θi)δσ(i)1 · · · δσ(i)v (u = ni, 1 ≤ v ≤ nσ(i) − 1)

とおく. X は
ϕ′(θ′i(lij , cilij )) (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ui)

で生成される P の両側イデアルである. 従って次の結果を得る.

定理 3.7. これまでの記号の設定の下で,

I ′ = (e(ρ1), · · · , e(ρw)) + (θ′i(lij , cilij ) | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ui)

とする. このとき環同型
P ' KQ′/I ′

を得る.

例 3.8. 例 3.4の P = R(3, 2)を考える. Rは中山置換が恒等的な自己移入多元環である.
Rのイデアルとして例 2.14のX をとる.

X =


0 (α11)3/(α11)4 (α11)3/(α11)4 0 0
0 0 (α11)3/(α11)4 0 0
0 0 (α11)3/(α11)4 0 0
0 0 0 0 (α21α12)/(α21α12)2

0 0 0 0 0

 .

このとき l11 = 1, l12 = 3, l21 = 1, l22 = 2である. 上階段型剰余環 P/X のクイバー表示は
例 3.4のクイバー表示

(1, 2)
δ12

##G
GGGGGGG

(1, 1)

δ11
;;wwwwwwww

(1, 3)

β12

��

β11

oo

(2, 2)

β21

OO

(2, 1)
δ21oo


e(α3

11) = β11δ11δ12β11δ11δ12β11 = β12δ21β21 = e(α12α21)

e(α11α12) = β11δ11δ12β12 = 0

e(α21α11) = β21δ11δ12β11 = 0
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に関係式 
δ11δ12e(α3

11)δ11 = 0

e(α3
11)δ11δ12 = 0

δ21e(α21α12)δ21 = 0

を加えることで得られる.
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4 有限表現型の原田多元環に関する結果
ここでは有限表現型の原田多元環に関して得られた結果を述べる. Rを基本的な自己移
入多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする. Rは有限表現型であるという仮定を課した
とき, Rのブロック拡大がいつ有限表現型になるかを考える.

例 4.1. Rを次のクイバーと関係式から構成される多元環とする.

1α11
%% α12 // 2

α21

oo


α3

11 = α12α21

α11α12 = 0

α21α11 = 0

これについてR(1, 2)は有限表現型であるが, R(2, 1)は無限表現型であることが計算によっ
てわかる.

このように有限表現型の自己移入多元環のブロック拡大が, 常に有限表現型になるとは
限らない. 現時点では有限表現型の自己移入多元環のブロック拡大がいつ有限表現型にな
るのかはまったくわかっていない. しかし, 私はこの表現型の問題に関連した次の新しい
結果を得た.

定理 4.2. Rを基本的な有限表現型の自己移入多元環とする. Rの任意のブロック拡大が
有限表現型である必要十分条件は, Rが中山多元環であることである.

この章は定理 4.2を証明することを目標とする. １節では定理 4.2の証明に必要なDrozd-
Kirichenkoの補題を述べる. ２節でAR-クイバーによる dimK HomR(−,−)の数え方を説
明する. ３節で自己移入多元環のAR-クイバーに対して配置を定義と意味を述べる. ４節
で定理 4.2を証明する. まずDrozd-Kirichenkoの補題を使って定理 4.2を特別な自己移入
多元環の問題に帰着する. そしてその特別な自己移入多元環の配置を分類することで証明
する.

4.1 Drozd-Kirichenkoの削除補題

この節では定理 4.2の証明において重要な補題の一つであるDrozd-Kirichenkoの補題を
述べる. 最初に次を注意する. 多元環R,Sの間に環準同型

φ : R −→ S

があるとき, 自然に関手
Φ : modS −→ modR

が定義される. φが全射ならば Φは忠実かつ充満である. 従って特に次の補題を得る.

補題 4.3. Rを基本的な多元環とし, I をそのイデアルとする.

(1) φ : R −→ R/I を自然な環準同型とする. このとき φから自然に得られる関手

Φ : mod(R/I) −→ modR

は忠実かつ充満である. 従ってmod(R/I)はmodRの充満部分圏である.
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(2) 次の加群の同型類の間の一対一対応がある.

{有限生成直既約R/I-加群 }/ ' ←→ {I で零化する有限生成直既約R-加群 }/ ' .

Drozd-Kirichenkoの削除補題を示すために次の補題を用意する.

補題 4.4. Rを基本的な多元環とし, P をR = P ⊕Qなる射影的かつ移入的な有限生成直
既約 R-加群とする. M ∈ modRに対して, M · S(P ) 6= 0ならば P はM の直既約因子で
ある.

[証明] m · S(P ) 6= 0なるm ∈M が存在する. 次の写像を考える.

f : P 3 x 7−→ mx ∈M

f は明らかに準同型である. もし Ker f 6= 0ならば S(P ) ⊂ Ker f でなければならない.
従ってm · S(P ) = 0となり, mのとり方に矛盾する. よってKer f = 0であり, f は単射
である. P が移入的だから f は分裂単射である. �

次がDrozd-Kirichenkoの削除補題である.

補題 4.5 (Drozd-Kirichenko). Rを基本的な多元環とする. P を R = P ⊕ Qなる射影的
かつ移入的な有限生成直既約R-加群とし, I = S(P )とおく. このとき以下が成り立つ.

(1) I はRのイデアルである.

(2) 次の加群の同型類の間の一対一対応がある.

{有限生成直既約R/I-加群 }/ ' ←→ ({有限生成直既約R-加群 }/ ')\{P}.

[証明] (1) I が Rの右イデアルであることは良い. I が Rの左イデアルであることを示
す. Rが基本的であるということと補題 4.4より, Q · I = 0である. 後は P · I ⊂ I を示せ
ば良い. p · I 6= 0である p ∈ P をとる.

f : I 3 x 7−→ px ∈ p · I

は零でない全射準同型であるから, p · Iは Iと同型な単純R-加群である. p · I ⊂ P である
から, p · I = I である. 以上より P · I ⊂ I である.

(2)は, 補題 4.3の一対一対応と補題 4.4から直ちに得られる. �

Drozd-Kirichenkoの削除補題に加えて次の補題を得る.

補題 4.6. Rを基本的な多元環とする. P をR = P ⊕Qなる射影的かつ移入的な有限生成
直既約R-加群とし, I = S(P )とおく. このとき以下が成り立つ.

(1) modRの概分裂完全列とmod(R/I)の概分裂完全列の間に次の関係がある.

(a) mod(R/I)の概分裂完全列はmodRでも概分裂完全列である.
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(b) modRの概分裂完全列はmod(R/I)の概分裂完全列かもしくは命題 1.35の概
分裂完全列

0 −→ J(P ) −→ P ⊕ (J(P )/I) −→ P/I −→ 0

のどちらかである.

(2) P/I は有限生成直既約射影R/I-加群となり, J(P )は有限生成直既約移入R/I-加群
となる.

[証明] (1)は補題 4.3より明らか.
(2) P/Iが射影R/I-加群であることは明らか. J(P )が移入R/I-加群であることを示す.

R/I の右イデアルK をとり, 任意のmod(R/I)の準同型 g : K −→ J(P )をとる.

0 // K
f //

g

��

R/I

J(P )

但し f は自然な単射である. これらをmodRに移して, 次の図式を考える.

0 // K
f //

g

��

R/I

J(P )

h

��
P

但し h は自然な単射である. P が移入 R-加群であるから, ϕf = hg となる準同型 ϕ :
R/I −→ P が存在する. もし ϕが全射ならば, P はR/I の直和因子となり, Rが基本的で
あることに矛盾する. 従って ϕは全射ではない. すなわち Im ϕ ⊂ J(P )である. よって
modRにおいて可換図式

0 // K
f //

g

��

R/I
ϕ

||xxxxxxxx

J(P )

を得る. これは自然にmod(R/I)の可換図式とも見れる. 以上より J(P )は移入R/I-加群
である. �

以上より補題 4.5の設定のとき, R/I の有限生成加群圏の構造はRの有限生成加群圏の
構造からすぐにわかる. そのことを例で見てみよう.

例 4.7. 次の多元環を考える.

R =

 K K K

0 K K

0 0 K
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RのAR-クイバーは

( K K K )

&&LLLLLLLLLL

( 0 K K )

&&LLLLLLLLLL

88rrrrrrrrrr
( K K 0 )

%%KKKKKKKKKK
oo

( 0 0 K )

99ssssssssss
( 0 K 0 )

88rrrrrrrrrr
oo ( K 0 0 )oo

であった (例 1.39). ( K K K )は射影的かつ移入的R-加群であり,

S(( K K K )) = ( 0 0 K )

である. 補題 4.5より

I =

 0 0 K

0 0 0
0 0 0


はRのイデアルであり, 補題 4.6よりR/I のAR-クイバーは次で与えられる.

( 0 K K )

%%KKKKKKKKKK
( K K 0 )

%%KKKKKKKKKK

( 0 0 K )

99ssssssssss
( 0 K 0 )

99ssssssssss
oo ( K 0 0 )oo

さらに有限生成直既約射影R/I-加群は

( 0 K K ), ( 0 0 K ), ( K K 0 )

であり, 有限生成直既約移入R/I-加群は

( 0 K K ), ( K K 0 ), ( K 0 0 )

である.

4.2 数え上げ理論

Rを有限表現型の多元環とする. 今RのAR-クイバー Γがわかっているとする. 以下で
は Γを使って, Γの二点 x, yに対応する有限生成直既約R-加群の間の dimK HomR(−,−)
を求める方法を与える.

定義 4.8. Γを並進クイバーとし, Γの頂点 xを一つ固定する. 各 (n)において以下のよう
に写像

hΓ,n(x,−) : Γ0 −→ N0

を定める.
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(−1) hΓ,−1 := 0

(0) hΓ,0(x, y) :=

1 (y = x)

0 (x 6= y)

...

(n) h̃Γ,n(x, y) :=


∑
a∈y−

hΓ,n−1(x, a)− hΓ,n−2(x, τy) (y ∈ Γ∗
0)∑

a∈y−

hΓ,n−1(x, a) (y /∈ Γ∗
0)

として,
hΓ,n(x, y) := max{h̃Γ,n(x, y), 0}

と定める.

...

こうして構成した hΓ,n(x,−)をもって

hΓ(x,−) : Γ0 3 y 7−→
∑
n≥0

hΓ,n(x, y) ∈ N0 ∪ {∞}

とする. そして
HΓ(x) := {y ∈ Γ0 | hΓ(x, y) > 0}

と定める.

例 4.9. 次の並進クイバー Γとその頂点 xを考える. 左右の点線は同一視である.

•

��@
@@

@@
@@

•

��@
@@

@@
@@

oo •oo

•

??~~~~~~~

��@
@@

@@
@@

•

??~~~~~~~

��@
@@

@@
@@

oo oo

x

??~~~~~~~

��@
@@

@@
@@

// • // •

??~~~~~~~

��@
@@

@@
@@

// • // •

•

??~~~~~~~
•

??~~~~~~~
oo oo

hΓ,n(x,−)を各頂点 yに hΓ,n(x, y)を置いた形で表わす.

hΓ,0(x,−) =
(

0 0 0
0 0

1 0 0 0 1
0 0

)
, hΓ,1(x,−) =

(
0 0 0

1 0
0 1 0 0 0

1 0

)
, hΓ,2(x,−) =

(
0 1 0

0 0
0 0 2 0 0

0 0

)
,

hΓ,3(x,−) =
(

0 0 0
0 2

0 0 0 1 0
0 1

)
, hΓ,4(x,−) =

(
1 0 1

0 0
2 0 0 0 2

0 0

)
, hΓ,5(x,−) =

(
0 0 0

1 0
0 1 0 0 0

1 0

)
,

hΓ,6(x,−) =
(

0 0 0
0 0

0 0 1 0 0
0 0

)
, hΓ,7(x,−) =

(
0 0 0

0 0
0 0 0 0 0

0 0

)
.
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以降の操作は各頂点に 0しかおかれない. hΓ(x,−)は

hΓ(x,−) =
(

1 1 1
2 2

3 2 3 1 3
2 1

)
である.

定義 4.8で定めた hΓ,nについて, 次の定理が成り立つ.

定理 4.10. Rを有限表現型の多元環とし, ΓをそのAR-クイバーとする. Γから射影頂点
を除いた並進クイバーを Γとする. このとき x, y ∈ Γ0とそれらに対応する射影的でない
有限生成直既約R-加群X,Y に対して,

dimK HomR(X,Y ) = hΓ(x, y)

が成り立つ. 従って特に xを固定すると

y ∈ HΓ(x) ⇐⇒ HomR(X,Y ) 6= 0

である.

以下この節では定理 4.10を証明する.

補題 4.11. 射影安定圏modRはKrull-Schmidt圏であり, 次の一対一対応が成り立つ.

{射影的でない有限生成直既約R-加群 }/ ' ←→ {modRの直既約な対象 }/ ' .

[証明]まず最初にmodRにはmodRから自然に加法圏の構造が入ることを注意しておく.
Xを射影的でない有限生成直既約R-加群とする. このときEndR(X)は局所環であるか
ら, EndR(X)は局所環である. 従ってX はmodRで直既約である. さらに Y を射影的で
ない有限生成直既約R-加群とし, modRでX ' Y とすると, 明らかにmodRでX ' Y で
ある. 次にmodRでX ' Y とする. すなわち 1X − gf ∈ P(X,X), 1Y − fg ∈ P(Y, Y )な
る f ∈ HomR(X,Y ), g ∈ HomR(Y,X)が存在する.

1X − gf ∈ P(X,X) ⊂ J(EndR(X))

であるから, gf /∈ J(EndR(X))でなければならない. 従って gf は同型であるから, modR
でX ' Y である.
X をmodRの直既約な対象とする. X のmodRでの直既約分解を

X '

(
q⊕

i=1

Pi

)
⊕

(
m⊕

i=1

Xi

)
とする. 但し Piは有限生成直既約射影R-加群とし, Xiは射影的でない有限生成直既約R-
加群とする. modRにおいて

X '

(
q⊕

i=1

Pi

)
⊕

(
m⊕

i=1

Xi

)

'
m⊕

i=1

Xi
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である. X はmodRで直既約であるからm = 1でなければならない. さらに

EndR(X) '

⊕
i,j

HomR(Pi, Pj)

⊕(⊕
i

HomR(Pi, X1)

)
⊕ EndR(X1)

' EndR(X1)

であるから, EndR(X)は局所環である. 以上のことから補題の主張を得る. �

補題 4.11を考慮して, いくつか記号を定める.

定義 4.12. {[P1], · · · , [Pp]}を有限生成直既約射影R-加群の同型類の完全系とし, {[M1], · · · , [Mm]}
を射影的でない有限生成直既約R-加群の同型類の完全系とする. Ksplit(modR)を{[M1], · · · , [Mm]}
を基底とする Z-加群とする. 補題 4.11より, X ∈ modRは

X '
m⊕

i=1

Mni
i

とmodRで直既約分解される. このX に対して
m∑

i=1

ni[Mi]

を対応させることによって, modRの同型類からKsplit(modR)への単射が得られる. 従っ
て以下ではmodRをKsplit(modR)の中で考える.

modRからmodRへの自然な関手を

Π : modR −→ modR

とおく.
射影的でない有限生成直既約R-加群X に対して, 左極小概分裂写像

0 −→ X −→ θX

によって θX を定め,
θX := Π(θX)

と定める. また

τ−1X :=

Π(τ−1X) (θX は射影的でない)

0 (θX は射影的である)

と定める.
これら θ, τ−1を Z-線型に拡張することにより,

θ, τ−1 : Ksplit(modR) −→ Ksplit(modR)

が得られる.
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さて, Ksplit(modR)の中でX ∈ modRに対して θnX ∈ modRを次のように定義する.

θ0X = X,

θ1X = θX,

θnX = (θ(θn−1X)− τ−1(θn−2X))+ (n ≥ 2).

ここで Y =
∑m

i=1 ni[Mi] ∈ Ksplit(modR)に対して

Y+ =
m∑

i=1

max{ni, 0}[Mi] ∈ Ksplit(modR)

とする. Y+ ∈ modRである.

以上によって定義された θnに関して, 次の定理が [15]の中で示されている.

定理 4.13. [15] X ∈ modRに対して, 次のmodRから Z-加群のなす圏への関手の同型が
存在する.

Jn
modR(X,−)/Jn+1

modR(X,−) ' HomR(θnX,−)/JmodR(θnX,−).

この定理と補題 1.37より特に以下のことが言える.

系 4.14. 任意の直既約な対象X,Y ∈ modRに対して

dimK HomR(X,Y ) =
∑
n≥0

(θnX の直既約分解に現れる Y の重複度)

[証明] 任意の有限生成直既約R-加群X,Y に対して

dimK HomR(X,Y ) =
∑
n≥0

dimK(Jn
modR(X,Y )/Jn+1

modR(X,Y ))

=
∑
n≥0

dimK(HomR(θnX,Y )/JmodR(θnX,Y ))

=
∑
n≥0

(θnX の直既約分解に現れる Y の重複度)

である. �

この系により, 定理 4.10が従う. �

4.3 自己移入多元環のAR-クイバー

この節では Rを有限表現型の連結かつ基本的な自己移入多元環とする. Γを Rの AR-
クイバーとし, sΓをその安定AR-クイバーとする. Rが自己移入多元環より, sΓは Γから
有限生成直既約射影R-加群に対応する頂点を除いたクイバーになっている.
以下では, Rの安定AR-クイバー sΓがわかっているときに, RのAR-クイバー Γを回復
することを考える. この節の最初に述べたとおり, sΓには有限生成直既約射影R-加群に対
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応する頂点がどの位置についているかという情報が欠けている. ここで有限生成直既約射
影R-加群 P のジャコブソン根基 J(P )に着目する. 明らかに J(P )は射影的でない有限生
成直既約R-加群なので, sΓの頂点に対応する. 各 P に対し, J(P )の sΓにおける位置がわ
かれば,

[J(P )] −→ [P ] −→ [τ−1P ]

という頂点 [P ]と二本の矢を sΓに加えることによって Γが得られる. そこで有限生成直
既約射影R-加群のジャコブソン根基に対応し得る sΓの頂点集合である, 配置を定義する.

定義 4.15. Cを並進クイバーΓの頂点集合の部分集合とする. x ∈ Cに対して, h(x,−),H(x)
を２節で定めた記号とする. Cが次をみたすとき, sΓの配置 (configuration)という.

(C1)
∪

x∈C HΓ(x) = Γ0.

(C2) 任意の x, y ∈ Cに対して,

hΓ(x, y) =

1 (x = y),

0 (x 6= y).

配置の例を見てみよう.

例 4.16. 次の二つの CはZA4/(τ4)の配置である. クイバーの左端の点線は同一視である.
τ を示す矢は省略する. Cに属す頂点を ◦で表わし, x ∈ Cに対して, H(x)を斜線の範囲で
表わす.

(1)
•

""E
EEE

EE ◦
""E

EEE
EE ◦

""E
EEE

EE •
""E

EEE
EE

◦

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

•

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE

•

<<yyyyyy •

<<yyyyyy ◦

<<yyyyyy •

<<yyyyyy •

(2)
◦

""E
EEE

EE •
""E

EEE
EE ◦

""E
EEE

EE •
""E

EEE
EE

•

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

◦

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE ◦

<<yyyyyy

""E
EEE

EE •

<<yyyyyy

""E
EEE

EE

•

<<yyyyyy •

<<yyyyyy •

<<yyyyyy •

<<yyyyyy •

実際に有限生成直既約射影R-加群のジャコブソン根基に対応する sΓの頂点の集合が配
置になっていることを確かめる.

命題 4.17.
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(1) 任意の射影的でない有限生成R-加群X に対して,

HomR(J(P ), X) 6= 0

なる有限生成直既約射影R-加群 P が存在する.

(2) 有限生成直既約射影R-加群 P,Qに対して,

dimK HomR(J(P ), J(Q)) =

1 (P ' Q),

0 (P � Q).

[証明] (1) 今任意の有限生成直既約射影R-加群 P に対してHomR(J(P ), X) = 0である
とする. P に対して次の完全列がある.

0 −→ J(P )
f−−→ P −→ P/J(P ) −→ 0

この完全列にHomR(−, X)を施して, 完全列

HomR(P,X)
Hom(f,X)−−−−−−→ HomR(J(P ), X) −→ Ext1R(P/J(P ), X) −→ Ext1R(P,X) = 0

を得る. Rが自己移入多元環より Im Hom(f,X) = P(J(P ), X)であるから,

Ext1R(P/J(P ), X) ' HomR(J(P ), X)

である. 従って任意の単純R-加群 Sに対して Ext1R(S,X) = 0である.
X が移入的であることを示す. 任意にM ∈ modRをとり, M の組成列

0 = M0 ⊂M1 ⊂ · · · ⊂Ml−1 ⊂Ml = M

を考える. 完全列
0 −→M1 −→M2 −→M2/M1 −→ 0

にHomR(−, X)を施して, 完全列

Ext1R(M2/M1, X) −→ Ext1R(M2, X) −→ Ext1R(M1, X)

を得る. M1,M2/M1は単純なので, Ext1R(M2/M1, X) = Ext1R(M1, X) = 0である. 従っ
て Ext1R(M2, X) = 0である. この操作を帰納的に各完全列

0 −→Mi −→Mi+1 −→Mi+1/Mi −→ 0

に施すことによって, Ext1R(Mi+1, X) = 0 (0 ≤ i ≤ n−1)を得る. よってExt1R(M,X) = 0
である. 以上よりX は移入的であり, これは仮定に矛盾する.

(2) Qが移入的より, 任意の f ∈ HomR(J(P ), J(Q))に対して次の可換図式が得られる.

0 // J(P )

f
��

// P

g

��

// P/J(P )

h
��

// 0

0 // J(Q) u // Q
v // Q/J(Q) // 0
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P ' Qとする. f が同型ならば射影R-加群を通過しないことは明らか. f が同型でない
とする. このとき gは同型でない. 従って Im g ⊂ Ker v = J(Q)であるから, f は P を通
過する. 以上より

EndR(J(P )) ' EndR(J(P ))/J(EndR(J(P ))) ' K

である.
P � Qとする. P/J(P ) � Q/J(Q)であるから, hは零写像である. よって Im g ⊂

Ker v = J(Q)である. 従って f は P を通過する. �

従って次の定理が示された.

定理 4.18. 有限生成直既約射影 R-加群のジャコブソン根基に対応する sΓの頂点の集合
は, sΓの配置になる.

補題 4.21は配置のもつ重要な性質である. それを示すために補題を用意する.

補題 4.19. ∆を Dynkin図形, Γ = Z∆とし, (Γ, τ)を定義 1.45で定めた並進クイバーと
する. このとき次をみたすm ∈ Nが存在する.

hΓ,n(x,−) =

h̃Γ,n(x,−) (n < m)

0 (n ≥ m)

[証明] 実際に各 Dynkin図形 Γ = Ak, Dk, E6, E7, E8の各頂点 xにおいて, hΓ,n(x,−)
を計算することで得られる (４章４節の図を参照). �

補題 4.20. ∆を Dynkin図形, Γ = Z∆とし, (Γ, τ)を定義 1.45で定めた並進クイバーと
する. GをAut(Γ)の許容部分群とする.

Π : Γ −→ Γ/G

を自然な並進クイバーの写像とする. このとき定義 4.8の写像 hに関して, 次の等式が成
り立つ. 任意の x, y ∈ Γ0に対して

hΓ/G(Πx,Πy) =
∑

Πy=Πy′

hΓ(x, y′).

[証明] hの定義より, 任意の x, y ∈ Γ0に対して

hΓ/G,n(Πx,Πy) =
∑

Πy=Πy′

hΓ,n(x, y′)

を示せばよい. nに関する帰納法で示す. n = 0のときは定義より明らか. n = 1のときは
定義と補題 1.49より明らか.

62



n ≥ 2として, n− 1以下では等式が成り立っているとする. 任意に x, y ∈ Γ0をとる. こ
のとき次の二つの等式が帰納法の仮定より成り立つ.

∑
a∈(Πy)−

hΓ/G,n−1(Πx, a) =
∑

a∈(Πy)−

( ∑
a=Πa′

hΓ,n−1(x, a′)

)

=
∑

Πy=Πa

 ∑
a′∈a−

hΓ,n−1(x, a′)

 .

hΓ/G,n−2(x, τy) =
∑

Π(τy)=Πa

hΓ,n−2(x, a)

=
∑

Πy=Πa

hΓ,n−2(x, τa).

従って y ∈ Γ∗
0に対して

h̃Γ/G,n(Πx,Πy) =
∑

a∈(Πy)−

hΓ/G,n−1(Πx, a)− hΓ/G,n−2(x, τy)

=
∑

Πy=Πa

 ∑
a′∈a−

hΓ,n−1(x, a′)− hΓ,n−2(x, τa)


=

∑
Πy=Πa

h̃Γ,n(x, a)

を得る. このことと補題 4.19より

hΓ/G,n(Πx,Πy) =
∑

Πy=Πy′

hΓ,n(x, y′)

である. y /∈ Γ∗
0に対してはもう示してある. �

補題 4.21. ∆を Dynkin図形, Γ = Z∆とし, (Γ, τ)を定義 1.45で定めた並進クイバーと
する. GをAut(Γ)の許容部分群とし,

Π : Γ −→ Γ/G

を自然な並進クイバーの写像とする. このときΓ/Gの頂点集合 Cに対して次は同値である.

(1) Cは Γ/Gの配置である.

(2) Π−1(C)は Γの配置である.

[証明] (1)を仮定する. y′ ∈ Γとする. (1)の仮定より hΓ/G(x,Πy′) > 0なる x ∈ Cが存
在する. x′ ∈ Π−1(x)をとって固定する. 補題 4.20より∑

Πy′′=Πy′

hΓ(x′, y′′) = hΓ/G(Πx′,Πy′) > 0
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である. 任意の g ∈ G に対して hΓ(gx′, gy′) = hΓ(x′, y′) だから, hΓ(x′′, y′) > 0 なる
x′′ ∈ Π−1(C)が存在する. 従ってΠ−1(C)は (C1)をみたす.
次に x′, y′ ∈ Π−1(C)とする. (1)の仮定と, 補題 4.20より

∑
Πy′′=Πy′

hΓ(x′, y′′) = hΓ/G(Πx′,Πy′) =

1 (Πy′ = Πx′)

0 (Πy′ 6= Πx′)

である. hΓ(x′, x′) ≥ 1なので,

hΓ(x′, y′) =

1 (y′ = x′)

0 (y′ 6= x′)

を得る. 従ってΠ−1(C)は (C2)をみたす.
(2)を仮定する. y ∈ Γ/Gとする. Πy′ = y なる y′ ∈ Γが存在する. (2)の仮定より,

hΓ(x′, y′) > 0なる x′ ∈ Π−1(C)が存在する. よって補題 4.20から, hΓ/G(Πx′,Πy′) > 0を
得る. 従って Cは (C1)をみたす.
次に x, y ∈ Cとする. x′ ∈ Π−1(x)をとって固定する. (2)の仮定より

hΓ(x′, y′) =

1 (y′ = x′)

0 (y′ ∈ Π−1(C)\{x′})

である. よって補題 4.20から

hΓ/G(x, y) =
∑

Πy′=Πy

hΓ(x′, y′) =

1 (y = x)

0 (y 6= x)

を得る. 従って Cは (C2)をみたす. �

例 4.22. 例 4.16 (1),(2)の配置をそれぞれ ZA4で表示してみる.

(1)

•
��@

@@
◦

��@
@@

oo ◦
��@

@@
oo •

��@
@@

oo •
��@

@@
oo ◦

��@
@@

oo ◦oo

��@
@@

•oo

��@
@@

•oo

��@
@@

◦oo

· · · ◦
��@

@@

??~~~
•

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo ◦

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo ◦

��@
@@

??~~~
oo •

��@
@@

??~~~
oo · · ·

•
??~~~

��@
@@

•
??~~~

��@
@@

oo •
??~~~

��@
@@

oo •
??~~~

��@
@@

oo •
??~~~

��@
@@

oo •
??~~~

��@
@@

oo •oo

??~~~

��@
@@

•oo

??~~~

��@
@@

•oo

??~~~
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•oo

· · · •
??~~~

•
??~~~

oo ◦
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oo •
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??~~~
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??~~~
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??~~~

oo •
??~~~

oo •
??~~~

oo · · ·

(2)
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oo •
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oo · · ·

Z∆の配置に関しては [29]で詳しく調べられている.
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4.4 定理 4.2の証明

Rを有限表現型の連結な基本的な自己移入多元環とし, Pi(R) = {e1, · · · , em}とする.
また σをRの中山置換とする.
Rが中山多元環ならばそのブロック拡大も中山多元環である. 従って定理 2.3より, Rの
任意のブロック拡大は有限表現型である.
この節の残りで逆, すなわちRの任意のブロック拡大が有限表現型ならばRが中山多元
環になることを示す.

(i) R ' K とする. このとき Rのブロック拡大は中山多元環である. 従って定理 2.3よ
り, Rの任意のブロック拡大は有限表現型である.

(ii) R � K とする. まず定理 4.2を特別な自己移入多元環の問題に帰着する.

補題 4.23. eをRの冪等元とする. 関手

−⊗eRe eR : mod(eRe) −→ modR,

は忠実かつ充満である. 従ってmod(eRe)はmodRの充満部分圏と見れる.

[証明] 任意のX,Y ∈ mod(eRe)に対して, 写像

ΦX,Y : HomeRe(X,Y ) 3 f 7−→ f ⊗ eR ∈ HomR(X ⊗eRe eR, Y ⊗eRe eR)

は全単射であることを示す. X = eReのとき, 同型の合成

HomeRe(eRe, Y ) ' Y ' Y ⊗eRe eR ' HomR(eR, Y ⊗eRe eR)

' HomR(eRe⊗eRe eR, Y ⊗eRe eR)

で ΦeRe,Y になるものが存在する. 従って ΦeRe,Y は同型である. これよりまた有限生成射
影 eRe-加群 P に対して, ΦP,Y は同型である.
次に一般のX ∈ mod(eRe)に対して次の射影分解をとる.

P1 −→ P0 −→ X −→ 0. (2)

これに−⊗eRe eRを施して, 完全列

P1 ⊗eRe eR −→ P0 ⊗eRe eR −→ X ⊗eRe eR −→ 0.

を得る. さらにHomR(−, Y ⊗eRe eR)を施して, 完全列

0 −→ HomR(X⊗eReeR, Y⊗eReeR) −→ HomR(P0⊗eReeR, Y⊗eReeR) −→ HomR(P1⊗eReeR, Y⊗eReeR)

を得る. 一方, 射影分解 (2)にHomR(−, Y )を施して, 完全列

0 −→ HomR(X,Y ) −→ HomR(P0, Y ) −→ HomR(P1, Y )

を得る. 以上で得られた完全列について, 次は可換図式である.

0 // HomR(X,Y ) //

ΦX,Y

��

HomR(P0, Y )

ΦP0,Y

��
0 // HomR(X ⊗eRe eR, Y ⊗eRe eR) // HomR(P0 ⊗eRe eR, Y ⊗eRe eR)
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// HomR(P1, Y )

ΦP1,Y

��
// HomR(P1 ⊗eRe eR, Y ⊗eRe eR)

ΦP0,Y , ΦP1,Y は同型であるから, ΦX,Y は同型である. 以上より − ⊗eRe eRは忠実かつ充
満である. �

補題 4.24. 次は同値である.

(1) 任意の n1, · · · , nm ∈ Nに対してR(n1, · · · , nm)は有限表現型である.

(2) 任意の n ∈ Nに対してR(n, · · · , n)は有限表現型である.

[証明] (2)は (1)の特別な場合である. (2)を仮定する. n = max{ni}とする. このとき
eR(n, · · · , n)e = R(n1, · · · , nm)となるR(n, · · · , n)の冪等元 eがとれる. 補題??と (2)の
仮定より, R(n1, · · · , nm)は有限表現型である. �

n ∈ Nとし, R(n, · · · , n)を考える. これからR(n, · · · , n)の特別な上階段型剰余環を構
成する. 定義 2.12の記号を用いる. 定義 2.12の自然数の列 {cij}を次のようにとる.

cij = j (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni).

このとき各 iに対して S(i, σ(i))は次の形になる.

S(i, σ(i)) =





0 S(Qi) S(Qi) · · · S(Qi)

0 0 S(Qi) · · · S(Qi)
...

. . . . . .
...

...
. . . S(Qi)

0 · · · · · · · · · 0


, (i = σ(i))



0 S(Aiσi) S(Aiσi) · · · S(Aiσi)

0 0 S(Aiσi) · · · S(Aiσi)
...

. . . . . .
...

...
. . . S(Aiσi)

0 · · · · · · · · · 0


. (i 6= σ(i))

これを用いて

P (i, s) ⊃ X(i, s) =

S(i, σ(i)) (s = σ(i)),

0 (s 6= σ(i)),

として,

X =


X(1, 1) X(1, 2) · · · X(1,m)
X(2, 1) X(2, 2) · · · X(2,m)

...
...

. . .
...

X(m, 1) X(m, 2) · · · X(m,m)

 .
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とする. こうして作った上階段型剰余環 R(n, · · · , n)/X を P (n)で表すことにする. これ
について次の補題が成り立つ.

補題 4.25. P (n)は連結かつ基本的な自己移入多元環である.

[証明] 命題 2.16と命題 2.13の証明の概略より従う. �

R(n, · · · , n)の有限生成加群圏と P (n)の有限生成加群圏を比較すると次の補題が得ら
れる.

補題 4.26. n ∈ Nとする. 次は同値である.

(1) R(n, · · · , n)は有限表現型である.

(2) P (n)は有限表現型である.

[証明]補題 4.5とP (n)の構成の仕方より,直既約R(n, · · · , n)-加群の個数と直既約P (n)-
加群の個数は有限個しか違わない. �

以上より次の命題を得る.

命題 4.27. 次は同値である.

(1) 任意の n1, · · · , nm ∈ Nに対してR(n1, · · · , nm)は有限表現型である.

(2) 任意の n ∈ Nに対して P (n)は有限表現型である.

命題 4.27によって, 定理 4.2は特別な自己移入多元環 P (n)の問題に帰着された. これ
から調べるのは P (n)のAR-クイバーのもつ性質である.

補題 4.28. n ≥ 2とする. P (n)のAR-クイバーをΓとする. sΓは連結である. 従って特に

sΓ = Z∆/G

となる唯一つのDynkin図形とAut(Z∆)の許容部分群Gが存在する.

[証明] 補題 4.25と定理 1.38より, Γは連結である. sΓは Γから射影的かつ移入的な有
限生成直既約 P (n)-加群に対応する頂点を除くことで得られる. 単純な射影 P (n)-加群に
対応する頂点を除いても連結性は変わらない. 単純でない有限生成直既約射影 P (n)-加群
P が現れる概分裂完全列は

0 −→ J(P ) −→ (J(P )/S(P ))⊕ P −→ P/S(P ) −→ 0

のみであるから, J(P )/S(P ) 6= 0であれば sΓを作るときに連結性が保たれる.
P (n)の自然な直交原始冪等元の完全系

{pij = 〈1〉ij,ij | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n)
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をとる. length(pijP (n)) ≥ 3 (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n)を示せばよい. 今R � K であり, R
は連結としてあるから, length(eiR) ≥ 2 (1 ≤ i ≤ m)である. ブロック拡大と上階段型剰
余環の作り方から 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ nに対して

length(pijP (n)) = length(pi1P (n)) = length(pi1R(n, · · · , n))− (n− 1)

≥ 2n− (n− 1)

= n+ 1 ≥ 3

である. �

次は有限生成直既約射影 P (n)-加群のジャコブソン根基に関する重要な命題である.

命題 4.29. n ∈ Nとする. P (n)の自然な直交原始冪等元の完全系

{pij = 〈1〉ij,ij | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n}

をとる. このとき

J(pijP (n)) ' τ j−1(J(pi1P (n))) (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n)

である.

[証明] 全ての射影的かつ移入的な直既約 P (n)-加群のリストは以下で与えられる.

m∪
i=1

{pijP (n) | 1 ≤ j ≤ n}.

命題 1.35より, 各 i, jに対して次は概分裂完全列である.

0 −→ J(pijP (n)) −→ pijP (n)⊕ J(pijP (n))/S(pijP (n)) −→ pijP (n)/S(pijP (n)) −→ 0.

ここで 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n− 1に対して

J(pijP (n)) = pij+1P (n)/S(pij+1P (n))

であることに注意すると,

τ(J(pijP (n))) = τ(pij+1P (n)/S(pij+1P (n)))

= J(pij+1P (n))

を得る. これより命題の主張が従う. �

配置に関する特別な性質を定義する. なぜ以下の性質を定義するのかは, 命題 4.31から
わかるだろう.

定義 4.30. nを 2以上の自然数とする. 安定並進クイバー Γの配置 Cに対して, 次の条件
(Tn)を定義する.
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(Tn) C =
∐

x∈D{τk(x) | 0 ≤ k ≤ n− 1} となる Cの部分集合Dが存在する.

すなわち (Tn)は, Cが τ でちょうど n個続く部分の和集合で出来ているということである.

次は命題 4.29から導かれる, P (n)のAR-クイバーのもつ重要な特徴である.

命題 4.31. P (n)の AR-クイバーを Γとし, C を直既約射影 P (n)-加群のジャコブソン根
基に対応する Γの頂点からなる集合とする. このとき sΓにおいて Cは (Tn)をみたす.

[証明] 命題 4.29の記号を用いる. xiとして J(pi1P (n))に対応する Cの頂点をとる. 命
題 4.29より

C =
m∐

i=1

{τk(xi) | 0 ≤ k ≤ n− 1}

が従う. �

補題 4.21, 補題 4.28, 命題 4.31から, ZAk,ZDk,ZEi (k ∈ N, i = 6, 7, 8)の配置で (Tn)
をみたすものがどれだけあるかを計算してみる. すなわち有限表現型の P (n)のAR-クイ
バーになり得るものがどれだけあるかを調べる.
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n ≥ 2, k ≥ 1とする. (Tn)をみたす Zk の配置を決定する. ZAk (k ≥ 1)に次のように
座標をいれる.

(−1,1)

(−1,2)

(−1,3)

(0,1)

(0,2)

(0,3)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(−1,k−2)

(−1,k−1)

(−1,k)

(0,k−2)

(0,k−1)

(0,k)

(1,k−2)

(1,k−1)

(1,k)

(2,k−2)

(2,k−1)

(2,k)

· · · · · · · · ·

· · · · · · · · ·??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??����

??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??����

??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??���� ��?
??

? ??����
??���� ��?

??
? ??���� ��?

??
? ??���� ��?

??
? ??����

ZAk の頂点 (i, j)に対して, HZAk
((i, j))は以下の四角形で囲った範囲の頂点, もしくは

直線上にある頂点からなる.

(i,j)

(i,k)

(i+j−1,1)

(i+j−1,k−j+1)

����������������������

??
??

??
??

??
??

??

����������������������

??????????????

例えば j = 1のときは以下である.

(i,1)

(i,k)
��������������������������������������
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j = kのときは以下である.

(i,k)

(i+k−1,1)
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

n ≥ 2に対して (Tn)をみたす ZAkの配置を分類する.

補題 4.32. n ≥ 2とする. Cを (Tn)をみたす ZAkの配置とする.

(1) (i, j) ∈ Cならば, j = 1もしくは j = kである.

(2) Cは次のどちらかになる.

(a) C = {(i, 1) | i ∈ Z}.

(b) C = {(i, k) | i ∈ Z}.

[証明] (1)は上で示した HZAk
((i, j))の範囲から明らか. (2)を示す. (j, 1) ∈ C かつ

(j − 1, 1) /∈ Cなる j ∈ Zが存在するとする. このとき (j − 1, 1) ∈ HZAk
(x)なる x ∈ Cが

存在するが, そのような xは (1)より (j − k, k)でなければならない.

(j−k,k)

(j−1,1) (j,1)

(j,k)

(j−1,2)

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?? ��������������������������������������

ここで (C1)より, (j − 1, 2) ∈ HZAk
(x)なる x ∈ C が存在する. そのような xは (1)より

(j− 1, 1)か (j− k+1, k)であるが, (C2)より (j− 1, 1) /∈ Cであり, もし (j− k+1, k) ∈ C
ならば (j, 1) ∈ HZAk

((j − k + 1, k))なので (C2)に矛盾する.
同様の議論によって (j, 1) ∈ Cかつ (j + 1, 1) /∈ Cなる j ∈ Zが存在するときも, 矛盾が
導かれる. 従って (i, 1) ∈ Cなる i ∈ Zが存在すれば, C = {(i, 1) | i ∈ Z}である.
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同様に (i, k) ∈ Cなる i ∈ Zが存在すれば, C = {(i, k) | i ∈ Z}であることが示せる. �

補題 4.32により, (Tn)をみたす ZAkの配置は二種類であることがわかった. 実はRの
有限生成直既約射影加群のジャコブソン根基に対応する sΓの頂点集合が補題 4.32の配置
であるとき, Rは中山多元環であることがわかる.

補題 4.33. Rを基本的かつ連結な自己移入多元環とし, ΓをそのAR-クイバーとする. 有
限生成直既約射影 R-加群のジャコブソン根基に対応する sΓの頂点集合を C とする. 今
sΓ = ZAk/Gであるとし,

Π : ZAk −→ ZAk/G

を自然な並進クイバーの写像とする. このときΠ−1(C)が

(a) {(i, 1) | i ∈ Z}

(b) {(i, k) | i ∈ Z}

のどちらかであるならば, Rは中山多元環である.

[証明] (a)のときを示せばよい. {(i, 1) | i ∈ Z}にはGが作用するので, G = (τ l)となる
lが存在する. kに関する帰納法で示す. sΓ = ∅のとき, Rは半単純環である. k > 0とす
る. Rの直既約分解

R = P1 ⊕ · · · ⊕ Pn

をとる. 仮定より番号を適当に換えることで

τ(P1) = Pn, τ(Pi) = Pi−1 (2 ≤ i ≤ n)

とできる. ここで I := S(P1)⊕ · · · ⊕ S(Pn) ⊂ Rを考える. 補題 4.5より I はRのイデア
ルであり, 補題 4.6よりR/I は

J(P1), J(P2), · · · , J(Pn)

を射影的かつ移入的な有限生成直既約R-加群とする自己移入多元環である.
R/I の AR-クイバーを Γ′とすると, 概分裂完全列の保存 (補題 4.6)より, Γ′は sΓにお
いて C を射影頂点かつ移入頂点としたものである. よって sΓ′ = ZAk−1/(τ l)であること
が従う. 帰納法の仮定よりR/I は中山多元環である. 従ってRも中山多元環である. �

以上より, 以下の条件をみたす基本的な自己移入多元環Rは, 中山多元環のみであるこ
とがわかった.

(1) RのAR-クイバーを Γとするとき, sΓ = ZAk/Gである.

(2) 有限生成直既約射影R-加群のジャコブソン根基に対応する sΓの頂点は (Tn) (n ≥ 2)
をみたす.
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n ≥ 2, k ≥ 4とする. (Tn)をみたす ZDk の配置を決定する. ZDk に次のように座標を
いれる.

(−1,1)

(−1,2)

(−1,3)

(−1,4)

(−1,k−3)

(−1,k−2)

(−1,k−1)

(−1,k)

(0,1)

(0,2)

(0,3)

(0,4)

(0,k−3)

(0,k−2)

(0,k−1)

(0,k)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(1,k−3)

(1,k) · · · · · ·

· · · · · ·

??����������

??����������

??����������

??����������

??����������

// ??����������

??����������

??����������

??����������

??����������

// ??����������

??����������

??����������

//

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

//

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

��?
??

??
??

??
?

//

ZDkの頂点 (i, j)に対して, HZDk
((i, j))は以下の直線で囲った範囲の頂点, 及び直線上

にある頂点からなる. 但し, 直線で囲った範囲の中にある ×は, はその頂点がHZDk
((i, j))

に属さないことを示す.
j = 1のとき, kが奇数ならばHZDk

((i, j))は以下である.

(i,1)

(i,k−1)

(i+k−3,2)

(i+k−3,1)

(i+k−3,k)

×

×

×

×

×

· · ·
×

×

��������������������������������������

;;
;;

;;
;;

;;
;;

;;
;;

;;
;;

;;
;;

;;
;;

;;
;;

ooo

但し ×は以下の頂点である.

{(i+ 1 + 2l, 1), (i+ 1 + 2l, k) | 0 ≤ l ≤ (k − 3)/2}.
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kが偶数ならばHZDk
((i, j))は以下である.

(i,1)

(i,k−1)

(i+k−2,1)×

×

×

×

×

· · ·
×

×

×

�������������������������������������� ??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

但し ×は以下の頂点である.

{(i+ 1 + 2l, 1), (i+ 1 + 2l, k) | 0 ≤ l ≤ (k − 4)/2}.

j = 2のとき, HZDk
((i, j))は以下である.

(i,2)

(i+1,1)

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−2,1)

(i+k−2,2)

(i+1,k−2)

??
??

??

������������������������������

������������������������������ ??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

������

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

3 ≤ j ≤ k − 2のとき, HZDk
((i, j))は以下である.

(i,j)

(i,k−1)

(i+j−1,1)

(i+j−1,k−j)

(i+j−1,k−1)

(i+k−2,j)

(i+k−2,1)

����������������������

??
??

??
??

??
??

??

??
??

??
??

??
??

?? ��������������

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

��
��

��
��

��
��

��
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j = k − 1のとき, HZDk
((i, j))は以下である.

(i,k−1)

(i+k−2,1)

(i+k−2,k−1)

(j+k−3,k)

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?? ��������������������������������������

j = kのとき, kが奇数ならばHZDk
((i, j))は以下である.

(i,k) (i+1,2)

(i+1,k−1)

(i+2,1) (i+k−1,1)

×

×

×

×

· · ·
×

×

×

����������������������������������
?? ??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

但し ×は以下の頂点である.

{(i+ 3 + 2l, 1), (i+ 1 + 2l, k) | 0 ≤ l ≤ (k − 3)/2}.

kが偶数ならばHZDk
((i, j))は以下である.

(i,k) (i+1,2)

(i+1,k−1)

(i+2,1)

(i+k−2,2)

(i+k−2,1)

(i+k−2,k)×

×

×

×

· · · ×

×

×

����������������������������������
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

��

但し ×は以下の頂点である.

{(i+ 3 + 2l, 1), (i+ 1 + 2l, k) | 0 ≤ l ≤ (k − 4)/2}.
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以下 kが奇数であるとして, (Tn)をみたす ZDkの配置が存在しないことを示す (kが偶
数のときも同様に示せる).
最初に n = 2のときを調べる. 上の図より, (C2)をみたす {(i, j), (i + 1, j)}に対する,

HZDk
((i, j)) ∪HZDk

((i+ 1, j))は, 以下で与えられる. 証明のために番号を付けておく.

(i) {(i, k − 1), (i+ 1, k − 1)}は (C2)をみたし, HZDk
((i, k − 1)) ∪HZDk

((i+ 1, k − 1))
は以下となる.

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−2,1) (i+k−1,1)

(i+k−2,2)

(i+k−2,k−1) (i+k−1,k−1)
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(ii) {(i, 1), (i+ 1, 1)}は (C2)をみたし, HZDk
((i, 1)) ∪HZDk

((i+ 1, 1))は以下となる.

(i,1) (i+1,1)

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−3,2)

(i+k−3,1)

(i+k−3,k)

��������������������������������������

;;
;;

;;
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(iii) {(i, k), (i+ 1, k)}は (C2)をみたし, HZDk
((i, k)) ∪HZDk

((i+ 1, k))は以下となる.

(i,k) (i+1,k)(i+1,2)

(i+1,k−1) (i+2,k−1)

(i+2,1) (i+k−1,1)
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補題 4.34. (T2)をみたす ZDkの配置は存在しない.

[証明] Cを (T2)をみたすZDkの配置とする. まず (i, k−1), (i+1, k−1) ∈ Cであると仮
定する. (C2)より, {(i− l, k−1) | |l ∈ Z} ⊂ Cとなることはない. そこで (i−1, k−1) /∈ C
とする. (C1)より (i − 1, k − 1) ∈ HZDk

(x)なる x ∈ C が存在する. (i)の形によって
(i− 1, k − 1)が覆われているとする.

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−2,1) (i+k−1,1)

(i+k−2,2)

(i+k−2,k−1)(i−1,k−1)(i−2,k−1)

(i−1,k−2)
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??

??
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このとき (i),(ii),(iii)のどれを用いても, (C2)をみたすように (i − 1, k − 2)を覆うことは
できない. なぜならば (i)を用いると, (i− 2, i− k)もしくは (i− 1, i− k)が Cに属さなけ
ればならず (C2)に矛盾である. (ii)または (iii)を用いると, (i, k − 1)が (ii)または (iii)の
範囲に入ってしまうので, やはり (C2)に矛盾である.
次に (ii)の形で (i− 1, k − 1)が覆われているとする.

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−2,1) (i+k−1,1)

(i+k−2,2)

(i+k−2,k−1) (i+k−1,k−1)(i−1,k−1)

(i+k−3,1)

(i+k−4,k)

(i+k−4,1)
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このとき (i),(ii),(iii)のどれを用いても, (C2)をみたすように (i + k − 3, 1)を覆うことは
できないことが, 上と同様の議論によってわかる.
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最後に (iii)の形で (i− 1, k − 1)が覆われているとする.

(i,k−1) (i+1,k−1)

(i+k−2,1) (i+k−1,1)

(i+k−2,2)

(i+k−2,k−1) (i+k−1,k−1)(i−1,k−1)

(i+k−3,1)

(i+k−4,k)
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このとき (i),(ii),(iii)のどれを用いても, (C2)をみたすように (i + k − 4, k)を覆うことは
できないことが, 上と同様の議論によってわかる.
以上より (i, k − 1), (i+ 1, k − 1) ∈ Cであると仮定したことから, 矛盾が導かれた. 従っ
て任意の i ∈ Zに対して (i, k− 1) /∈ Cである. (ii),(iii)の形のみで (C1)をみたすことは明
らかに不可能である. 従って補題の主張を得る. �

次に 3 ≤ n ≤ k−2のときを考える. (C2)をみたす {(i, j), · · · , (i+n−1, j)}は j = k−1
のときのみであり,

∪n−1
l=0 HZDk

((i+ l, j))は以下である.

(i,k−1) (i+n−1,k−1)

(i+k−2,1) (i+n+k−3,1)

(i+k−2,n−1)

(i+k−2,k−1) (i+n+k−3,k−1)

??
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??
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この
∪n−1

l=0 HZDk
((i+ l, j))だけで (C1)をみたすことは明らかに不可能である.

また, k − 2 < nのとき, (C2)をみたす {(i, j), · · · , (i+ n− 1, j)}は存在しない. 以上よ
り次の補題を得る.

補題 4.35. n ≥ 2とする. (Tn)をみたす ZDkの配置は存在しない.
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(Tn)をみたす ZE6, ZE7, ZE8 の配置を決定する. ここでは並進クイバー Γに対して,
その頂点を ·で表わし, x ∈ Γ0に対して, HΓ(x)に属す Γの頂点を •, ◦, ?で表わすことに
する.

n ≥ 2とする. (Tn)をみたすZE6の配置を決定する. ZE6の各頂点 xにおけるHZE6(x)
は以下で与えられる.
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最初に n = 2 のときを考える. 上で示した図より, (C2) をみたす {τx, x} に対する
HZE6(τx) ∪HZE6(x)は以下で与えられる. 証明のためにそれぞれに番号を付けておく.
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これらの図を用いて次の補題を示す
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(C
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よ
り
上
図
の
♠
と
♣
を
覆
う
に
は

,
そ
れ
ぞ
れ

(i
i)
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(i
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を
以
下
の
よ
う
に
配
置
す
る
し
か
な
い

.
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次にn = 3のときを考える. (C2)をみたす{τ2x, τx, x}に対するHZE6(τ
2x)∪HZE6(τx)∪

HZE6(x)は以下で与えられる. 証明のために番号を付けておく.
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これらの図を用いて次の補題を示す.

補題 4.37. (T3)をみたす ZE6の配置は存在しない.

[証明] Cを (T3)をみたす ZE6の配置とする. (i)の形の τ2x, τx, xが Cに含まれている
とする. このとき (C1)より, (i)か (ii)によって下図の♠が覆われなければならない.
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しかし (i),(ii)を用いて (C2)をみたすように♠を覆うことは, 明らかに不可能である. 従っ
て (i)の形の τ2x, τx, xは Cに含まれない.

(ii)の形の τ2x, τx, xが Cに含まれているときも同様に矛盾が示せる. よって (T3)をみ
たす ZE6の配置は存在しない. �

最後に n ≥ 4に対して, (C2)をみたす {τn−1, · · · , τx, x}は存在しない. 以上より各
n ≥ 2について, (Tn)をみたす ZE6の配置が決定された.

補題 4.38. (T2)をみたす ZE6 の配置は, 補題 4.36の一通りである. n ≥ 3については,
(Tn)をみたす ZE6の配置は存在しない.
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n ≥ 2とする. (Tn)をみたすZE7の配置を決定する. ZE7の各頂点 xにおけるHZE7(x)
は以下の通りである.
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最初に n = 2 のときを考える. 上で示した図より, (C2) をみたす {τx, x} に対する
HZE7(τx) ∪HZE7(x)は, 以下で与えられる.
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ZE6の場合と同様の議論によって, (T2)をみたすZE7の配置は存在しないことがわかる.
次にn = 3のときを考える. (C2)をみたす{τ2x, τx, x}に対するHZE7(τ

2x)∪HZE7(τx)∪
HZE7(x)は, 以下で与えられる.
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ZE6の場合と同様の議論によって, (T3)をみたすZE7の配置は存在しないことがわかる.
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以上の計算結果をまとめて, 次の表を得る.

2 3 4 5 · · · · · ·
Ak 2種 (どちらの場合も P (n)は中山多元環)
Dk 無し
E6 1種 無し
E7 無し
E8 1種 無し

従って次の定理を得る.

定理 4.42. P (3)が有限表現型であるならば, P (3)は中山多元環である. 従ってRは中山
多元環である.

[証明] P (3)が有限表現型であるならば, 上の表よりP (3)は中山多元環でなければならな
い. これよりまた, R(3, · · · , 3)も中山多元環である. eR(3, · · · , 3)e = Rなる R(3, · · · , 3)
の冪等元 eがある. 従ってRも中山多元環である. �

定理 4.42より, Rの任意のブロック拡大が有限表現型ならばRは中山多元環である. 以
上より定理 4.2が示された. �
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5 原田多元環上の傾加群の分類
この章では原田多元環上の基本的傾加群を全て求めることを目的とする. 始めにこの章
の主定理であり, 新しい結果である定理 5.1を述べる.
以下ではRを Pi(R)が次のように並べられる基本的な原田多元環とする.

Pi(R) = {eij}mi=1,
ni
j=1

(a) ei1Rは右移入R-加群である. (1 ≤ i ≤ m)

(b) ei,j+1R ' J(eijR)である. (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni − 1)

(b)の条件より ei,k+lR ' J l(eikR) (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ k ≤ ni, 0 ≤ l ≤ ni − k) であること
を注意しておく.

この章の主定理を述べる. 特別な有限生成R-加群を次のように記号で表すことにする.

Pij := eijR (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni)

X l
ik := Pik/J

l−k(Pik) ' Jk−1(Pi1)/J l−1(Pi1) (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ k < l ≤ ni)

各X l
ik は互いに非同型な組成因子をもつ長さ l − k + 1の単列加群であることを注意して

おく. これらはR上射影次元 1の加群全体であることが示される (系 5.10).
各 1 ≤ i ≤ mについて, modRの加法的充満部分圏 Piを

Pi = add{Pij , X
l
ik | 1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ ni}

と定める.
次に

Tij := Pij/J
ni−j+1(Pij) ' J j−1(Pi1)/Jni(Pi1) (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni)

とし,
Ti := Ti1 ⊕ · · · ⊕ Tini (1 ≤ i ≤ m)

とする. そして Si := EndR(Ti)とする. 各 Tij は互いに非同型な組成因子をもつ単列加群
である. また Si ' Tni(K)である.

modRの加法充満部分圏 Ciを

Ci = add{Tij , X
l
ik | 1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ ni}.

と定める. つまり Ti1の subfactor全体を直既約加群とするmodRの加法充満部分圏を考
えるのである.
以上で定めた記号をもって主定理を述べる. 命題 5.17で関手

HomR(Ti,−) : Ci −→ modSi

が圏同値を与えることが示される. 従って有限生成直既約 Si-加群はHomR(Ti, Tij)もしく
はHomR(Ti, X

l
ik)と同型である. そこで加群の対応

Fi : modSi −→ Pi
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を直既約加群の対応

Fi(HomR(Ti, Tij)) := Pij (1 ≤ j ≤ ni)

Fi(HomR(Ti, X
l
ik)) := X l

ik (1 ≤ k < l ≤ ni)

を加法的に拡張して得られる対応とする. 同型を除けば Fiは全単射であることを注意し
ておく. そして対応

F : modS1 × · · · ×modSm −→ modR

を

F (M1, · · · ,Mm) :=
m⊕

i=1

Fi(Mi)

によって定義する. このとき次の定理が成り立つ.

定理 5.1. F により次の対応が得られる.

Π : tilt(S1)× · · · × tilt(Sm) 1−1−−−−−−→ tilt(R).

これが主定理である. 以下ではこの主定理を証明して, Rの基本的傾加群を記述する.
まず１節で体上の上半三角行列環の基本的傾加群の分類を述べる. ２節で原田多元環上
の直既約射影加群の間の準同型の性質を調べる. この性質は原田多元環の定義より直ちに
導き出される, 非常に重要な性質である. ３節で２節で述べる性質を用いて, 傾加群よりも
一般に, 原田多元環上の射影次元 1以下の加群を分類する. そしてそのような加群の中で
(T2),(T3’)をみたす組合せを, 体上の上半三角行列環を用いて記述することによって原田
多元環上の基本的傾加群を全て求める.

5.1 体上の上半三角行列環上の傾加群の分類

特別な原田多元環である, 体上の n次上半三角行列環Tn(K)上の基本的な傾加群はすで
に分類されている. この節では Tn(K)上の基本的傾加群の分類とその例を述べる.
最初に Tn(K)のAR-クイバーの形を述べる.

命題 5.2. Tn(K)のAR-クイバーは次で与えられる.
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(1,n+2)

(2,n+2)

(2,n+1)

(n−1,n+2)

(n−1,n+1) (n,n+2)

??������ ��?
??

??
?

??������

��?
??

??
?

��?
??

??
?

??������

??������ ��?
??

??
?
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ここで頂点 (i, j)には次の有限生成直既約 Tn(K)-加群の同型類が対応する.

Mij =

j−2
ˇ

1
ˇ

( 0 ··· 0 K ··· K ) /

i
ˇ

1
ˇ

( 0 ··· 0 K ···K )=

j−2
ˇ

i
ˇ

1
ˇ

( 0 ··· 0 K ··· K 0 ··· 0 ) .

さて, 命題 5.2の記号を用いて, Tn(K)上の基本的傾加群の分類を与える. n+ 2角形を
考え, その頂点に以下のように番号を付ける.

1
2n+2

i−1
i

i+1

UUUUUiiii

iiiii
UUUUU

i < jに対して, iと jを結ぶ線分を (i, j)で表わす. 対応

{n+ 2角形の三角形分割 } ←→ tilt(Tn(K))

を次のように作る. n+ 2角形を三角形に分割することは, n+ 2角形に互いに交わらない
n− 1本の対角線を引くことである. そこで n+ 2角形の三角形分割を与える対角線

(i1, j1), (i2, j2), · · · , (in−1, jn−1)

に対して, 有限生成 Tn(K)-加群

M1,n+2 ⊕

(
n−1⊕
k=1

Mik,jk

)

を対応させる. これは基本的傾加群になることが示せる.
逆に基本的傾加群 T に対して T の直既約分解が

T 'M1,n+2 ⊕

(
n−1⊕
k=1

Mik,jk

)

であるとき, n+ 2角形の対角線

(i1, j1), (i2, j2), · · · , (in−1, jn−1)

から作られる n+ 2角形の三角形分割を対応させる. こうして構成した対応について次の
定理が成り立つ.
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定理 5.3. 上で構成した対応

{n+ 2角形の三角形分割 } ←→ tilt(Tn(K))

は一対一対応である.

例 5.4. T3(K)上の傾加群を全て求める. 5角形の三角形分割は以下に示すものが全てで
ある.

(1) 1

OOOOOOOOOOOOO

��
��
��
��
��
��
�

//
//

//
//

//
//

/

5

ooooooooooooo
2

��
��

��
�

4

???????
3

(2) 1

OOOOOOOOOOOOO

5

ooooooooooooo
2

��
��

��
�

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

4

???????
3

(3) 1

OOOOOOOOOOOOO

5

ooooooooooooo
2

��
��

��
�

4

???????
3

/////////////

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

(4) 1

OOOOOOOOOOOOO

5

ooooooooooooo
2

��
��

��
�

4

???????

�������������

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
3

(5) 1

OOOOOOOOOOOOO

5

ooooooooooooo

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 2

��
��

��
�

4

???????
3

従って T3(K)上の基本的傾加群は 5種類で, (1)から (5)には以下の基本的傾加群の同型
類が対応する.

(1) ( K K K )⊕ ( 0 K K )⊕ ( 0 0 K ),

(2) ( K K K )⊕ ( K K 0 )⊕ ( 0 K 0 ),

(3) ( K K K )⊕ ( K 0 0 )⊕ ( 0 0 K ) ,

(4) ( K K K )⊕ ( 0 K K )⊕ ( 0 K 0 ) ,

(5) ( K K K )⊕ ( K K 0 )⊕ ( K 0 0 ) .

5.2 原田多元環上の直既約射影加群の間の準同型

ここでは原田多元環の構造を用いて, 傾加群を計算する際に鍵となる直既約射影加群の
間の準同型について調べる. 最初に述べたとおり以下で調べることは, Rの基本的傾加群
を計算する際に重要になる性質である.

補題 5.5. 有限生成直既約射影 R-加群から有限生成直既約射影 R-加群への準同型に関し
て以下が成り立つ.
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(1) 準同型 f : Pij −→ Pil (j ≥ l)について, f が単射である必要十分条件は Im f =
J j−l(Pil)である.

(2) 準同型 f : Pij −→ Pklについて, fが単射でない必要十分条件は Imf ⊂ Jnk−l+1(Pkl)
である.

(3) 任意の準同型 f : Pij −→ Pil (j < l)について, Im f ⊂ Jni−l+1(Pil)である.

(4) 任意の準同型 f : Pij −→ Pkl (i 6= k)について, Im f ⊂ Jnk−l+1(Pkl)である.

[証明] (1) Pij と長さが等しい Pilの部分加群は J j−l(Pil)のみであることからわかる.
(2) Im f * Jnk−l+1(Pkl)とする. このとき次をみたす rが存在する.

Im f = Jr(Pkl) ' Pk,r+l (0 ≤ r ≤ nk − l).

従って f は射影加群への全射と見れるから, 単射である. 逆に f が単射であるとすると Pij

と Pklの単純底が同型でなければならないから i = kである. また加群の長さから j ≤ lで
なければならず, よって (1)より Im f * Jnk−l+1(Pkl)である.

(3) 加群の長さから Pij から Pilへの単射準同型は存在しない. (2)より従う.
(4) i 6= kより Pij と Pklの単純底は同型でない. よって Pij から Pklへの単射準同型は
存在しない. (2)より従う. �

補題 5.6. f : Pij −→ Pil (j ≥ l)を単射準同型とする. このとき以下が成り立つ.

(1) 任意の単射準同型 g : Pij −→ Pil′ (l ≥ l′)に対して, g = hf をみたす準同型 h :
Pil −→ Pil′ が存在する.

(2) 任意の単射でない準同型 g : Pij −→ Pstに対して, g = hfをみたす準同型 h : Pil −→
Pstが存在する.

(3) 任意の単射準同型 g : Pil′ −→ Pil (l′ ≥ j)に対して, g = fhをみたす準同型 h :
Pil′ −→ Pij が存在する.

(4) 任意の単射でない準同型 g : Pst −→ Pilに対して, g = fhをみたす準同型 h : Pst −→
Pij が存在する.

[証明] (1) Pil′ ⊂ Pi1 とみて u : Pil′ −→ Pi1 を包含写像とする. Pi1 が移入加群より,
ug = hf となる h : Pil −→ Pi1が存在する.

0 // Pij
f //

g

��

Pil

h

��

Pil′

u

��
Pi1

補題 5.5 (1)より
Im h ⊃ Im ug = J j−1(Pi1)
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である. 従って l ≥ l′ より Im h = J l−1(Pil) ⊂ J l′−1(Pi1) = Pil′ であるから, 改めて
h : Pil −→ Pil′ とすればよい.

(2) Pst ⊂ Ps1とみて u : Pst −→ Ps1を包含写像とする. Ps1が移入加群より, ug = hf

となる h : Pil −→ Ps1が存在する.

0 // Pij
f //

g

��

Pil

h

��

Pst

u

��
Ps1

もし hが単射ならば ug = hf は単射であり, gが単射となる. これは矛盾である. 従って h

は単射でないから, 補題 5.5 (2)より

Im h ⊂ Jns(Ps1) ⊂ J t−1(Ps1) = Pst

である. 改めて h : Pil −→ Pstとすればよい.
(3) 補題 5.5 (1)より Im f = J j−l(Pil), Im g = J l′−l(Pil)である. l′ − l ≥ j − lであるか
ら, Im f ⊃ Im gである. Pil′が射影加群であるから g = fhをみたす準同型 h : Pil′ −→ Pij

が存在する.
Pil′

g

��

h

��
Pij

f
// J j−l(Pil) // 0

(4) 補題 5.5 (1)(2)より Im g ⊂ Jni−l+1(Pil) ⊂ J j−l(Pil) = Im f である. 後は (3)と同
様にして示せる. �

補題 5.7. 1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ niとする. 次が成り立つ.

(1) l ≤ jまたは j < kのとき, HomR(Pij , X
l
ik) = 0である.

(2) k ≤ j < l のとき, HomR(Pij , X
l
ik) 6= 0 である. さらにこのとき任意の準同型

f : Pij −→ X l
ikについて, Ker f ⊃ Jni−j+1(Pij)である.

[証明] (1) l ≤ jまたは j < kのとき, X l
ik は Pij/J(Pij)を組成因子にもたない. 従って

HomR(Pij , X
l
ik) = 0である.

(2) k ≤ j < l のとき, 同型 Pij
∼−−→ J j−k(Pik) と全射 Pik −→ X l

ik の合成は零では
ない. 従って HomR(Pij , X

l
ik) 6= 0 である. 零でない準同型 f : Pij −→ X l

ik をとる.
Pij/J(Pij) を top にもつ X l

ik の部分加群は X l
ij と同型なものしかない. このことから

Ker f = J l−j(Pij) ⊃ Jni−j+1(Pij)である. �

この節の最後に Tij の間の写像を調べ, Siが体上の上半三角行列環に同型であることを
示す.
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補題 5.8. 各 iに対して以下が成り立つ.

(1) j < kならばHomR(Tij , Tik) = 0である.

(2) j ≥ kならばHomR(Tij , Tik) ' Kであり, Tij から Tikへの零でない準同型は単射で
ある.

(3) Si ' Tni(K).

[証明] (1) j < kならば Tik の組成因子には単純 R-加群 Tij/J(Tij)が現れない. 従って
HomR(Tij , Tik) = 0である.

(2) j ≥ k とする. このとき Tij , Tik の構成より Tij ' J j−k(Tik)である. よって単射
Tij −→ Tik が存在する. f : Tij −→ Tik を零でない準同型とする. Tik は互いに非同型
な組成因子をもつ単列加群であるから, Im f = J j−k(Tik)でなくてはならない. さらに
length(Tij) = length(J j−k(Tik))であるから, f は単射でなくてはならない. 以上より (2)
が従う.

(3) (2)よりベクトル空間として

Si '


HomR(Ti1, Ti1) HomR(Ti2, Ti1) · · · HomR(Tini , Ti1)
HomR(Ti1, Ti2) HomR(Ti2, Ti2) · · · HomR(Tini , Ti2)

...
...

. . .
...

HomR(Ti1, Tini) HomR(Ti2, Tini) · · · HomR(Tini , Tini)



'


K K · · · K

K · · · K
. . .

...
0 K

 = Tni(K)

であり, さらに行列の積も対応していることが容易にわかるので環同型 Si ' Tni(K)を得
る. �

5.3 原田多元環上の傾加群

この節では tilt(R)の記述を与え, R上の基本的傾加群を全て求める. まず R上射影次
元 1以下の有限生成直既約R-加群を分類し, 次にそれらの間の Ext1Rを計算する. 最後に
R上射影次元 1以下の有限生成直既約R-加群の中で, (T2),(T3’)をみたす組合わせを記述
する.
まず最初に (T1)について調べる. 前節で調べた直既約射影R-加群の間の準同型の性質
を用いて, R上射影次元 1の加群を全て求めるのである.
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命題 5.9. Q,Q′を射影R-加群とし, f : Q −→ Q′を単射準同型とする. このとき

ψfϕ−1 =



f1 0
. . .

0 fk

0
...
0


: Q = Q1 ⊕ · · · ⊕Qk −→ Q′

1 ⊕ · · · ⊕Q′
l = Q′

となるQ, Q′の直既約分解Q = Q1 ⊕ · · · ⊕Qk, Q′ = Q′
1 ⊕ · · · ⊕ Q′

l及び ϕ ∈ AutR(Q) ,
ψ ∈ AutR(Q′)が存在する.

[証明] kに関する帰納法で示す. まず k = 1のとき, すなわちQが直既約射影R-加群の
ときを考える.

f : Q

0

B

B

B

B

@

f1

...
fl

1

C

C

C

C

A

−−−−−−→ Q′, fi : Q −→ Qi (1 ≤ i ≤ l)

とする. S(Q)は単純であるから, f1, · · · , flの中に必ず一つは単射が含まれる. f1, · · · , fl

の番号を次のように付け換える.

f1, · · · , frは単射, fr+1, · · · , flは単射でない.

今 f1, · · · , fr の中で length(Q′
i)が最も小さい fi が f1 であるとしてよい. すると補題 5.6

(1)より 2 ≤ j ≤ rに対して, fj = hjf1となる hj : Q′
1 −→ Q′

j が存在する. また補題 5.6
(2)より r + 1 ≤ j ≤ lに対して, fj = hjf1 となる hj : Q′

1 −→ Q′
j が存在する. 従って

ϕ = 1,

ψ =


1 0 · · · 0
−h2 1 0

...
. . .

−hl 0 1


とおくと,

ψfϕ−1 =


1 0 · · · 0
−h2 1 0

...
. . .

−hl 0 1


 f1

...
fl

 =


f1

0
...
0


となり, 主張が成立する.
次に k ≥ 2とし, k − 1で主張が成立しているとする. Q1, · · · , Qkの番号を付け換えて

length(Qk) ≤ length(Qi) (1 ≤ i ≤ k − 1)
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であるようにしておく. 帰納法の仮定を f |Q1⊕···⊕Qk−1
に適用すると

f |Q1⊕···⊕Qk−1
: Q1 ⊕ · · · ⊕Qk−1

0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

@

f1 0
. . .

0 fk−1

0
...
0

1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

−−−−−−−−−−−−−−→ Q′,

fi : Qi −→ Q′
i (1 ≤ i ≤ k − 1)

と表せる. 従って f は次のように表せる.

f : Q

0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

@

f1 0 g1
. . .

...
0 fk−1 gk−1

0 · · · 0 gk

...
...

...
0 · · · 0 gl

1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ Q′,

gi : Qk −→ Q′
i (1 ≤ i ≤ l).

ここで補題 5.6 (3)(4)と Qk のとり方より, 各 1 ≤ i ≤ k − 1に対して gi = fihi なる
hi : Qk −→ Qiが存在する. 従って ψ = 1,

ϕ =


1 0 h1

. . .
...

0 1 hk−1

0 1


とおくと, 

f1 0
. . . 0

0 fk−1

0 · · · 0 gk

...
...

...
0 · · · 0 gl


ϕ =



f1 0 g1
. . .

...
0 fk−1 gk−1

0 · · · 0 gk

...
...

...
0 · · · 0 gl


= ψf
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となる. 

f1 0
. . . 0

0 fk−1

0 · · · 0 gk

...
...

...
0 · · · 0 gl


の gk, · · · , glを k = 1のときと同じようにして掃き出せば目的の行列表示を得る. �

定理 5.10. R上射影次元 1の直既約加群の同型類は以下で与えられる.

{X l
ik | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ k < l ≤ ni}.

[証明] Xを射影次元 1の直既約R-加群とする. よってある射影R-加群Q,Q′が存在して

0 −→ Q −→ Q′ −→ X −→ 0

なる完全列が存在する. 命題 5.9とX が直既約より, Q,Q′も直既約でなければならない.
従ってX は上に挙げた加群のどれかと同型である. またリストの直既約 R-加群が射影次
元 1であることは, X l

ikの定義より明らか. �

この結果により (T1)をみたす直既約R-加群, すなわちR上射影次元 1以下の直既約加
群の同型類は

{Pij , X
l
ik | 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ ni}

で与えられる. 従ってR上の傾加群はこれらの加群の中で (T2),(T3’)をみたす組合わせの
直和で出来ている.
最初に各 1 ≤ i ≤ mについて, modRの加法的充満部分圏 Piを

Pi = add{Pij , X
l
ik | 1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ ni}

と定めた. 次に調べるのはこれらの間の Ext1Rである.

まず i 6= sのときの Ext1R(Pi,Ps)を計算する.

命題 5.11. Ext1R(Pi,Ps) = 0 (i 6= s).

[証明] (1) Ext1R(Pij ,Ps) = 0 (1 ≤ j ≤ ni)は自明である.
(2) Ext1R(X l

ik, Pst) = 0 (1 ≤ k < l ≤ ni, 1 ≤ t ≤ ns)であることを示す. X l
ik の射影

分解
0 −→ Pil

f−−→ Pik −→ X l
ik −→ 0

にHomR(−, Pst)を施して次の完全列を得る.

0 −→ HomR(X l
ik, Pst) −→ HomR(Pik, Pst)

Hom(f,Pst)−−−−−−−→ HomR(Pil, Pst) −→ Ext1R(X l
ik, Pst) −→ 0
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今 i 6= s の仮定より Pil から Pst への単射は存在しない. このことと補題 5.6 (2) より
Hom(f, Pst)は全射である. 従って Ext1R(X l

ik, Pst) = 0である.
(3) Ext1R(X l

ik, X
v
su) = 0 (1 ≤ k < l ≤ ni, 1 ≤ u < v ≤ ns)であることを示す. X l

ikの射
影分解

0 −→ Pil −→ Pik −→ X l
ik −→ 0

にHomR(−, Xv
su)を施して次の完全列を得る.

0 −→ HomR(X l
ik, X

v
su) −→ HomR(Pik, X

v
su) −→ HomR(Pil, X

v
su) −→ Ext1R(X l

ik, X
v
su) −→ 0

今 i 6= sの仮定よりXv
suはPil/J(Pil)を組成因子にもたない. このことからHomR(Pil, X

v
su) =

0である. 従って Ext1R(X l
ik, X

v
su) = 0である. �

次に 1 ≤ i ≤ mを固定して Piの中の Ext1Rを計算する. まず次の補題を示した後, それ
を使って補題 5.13を証明する.

補題 5.12. HomR(Pij , X
l
ik) ' HomR(Tij , X

l
ik) (1 ≤ j ≤ ni, 1 ≤ k < l ≤ ni).

[証明] K-線形写像

Φ : HomR(Pij , X
l
ik) −→ HomR(Tij , X

l
ik)

を定める. ϕ : Pij −→ Tij を全射とする. 任意の f ∈ HomR(Pij , X
l
ik)に対して補題 5.7よ

りKerϕ = Jni−j+1(Pij) ⊂ Ker f である. これより f = gϕなる g ∈ HomR(Tij , X
l
ik)が存

在する. これをもって
Φ(f) = g

とする.
ϕが全射より Φは well-definedである.
またK-線形写像Ψを

Ψ : HomR(Tij , X
l
ik) 3 f 7−→ fϕ ∈ HomR(Pij , X

l
ik)

と定める. ΨΦ = 1, ΦΨ = 1であるから, ΦとΨは互いを逆とする同型写像である.
最後にΨ = HomR(ϕ,X l

ik)であることを注意しておく. �

補題 5.13. 完全列

0 −→ Til
ϕ−−→ Tik −→ X l

ik −→ 0 (1 ≤ k < l ≤ ni)

にHomR(−, Xt
is) (1 ≤ s < t ≤ ni)を施して得られる完全列

0 −→ HomR(X l
ik, X

t
is) −→ HomR(Tik, X

t
is)

Hom(ϕ,Xt
is)−−−−−−−→ HomR(Til, X

t
is) −→ CokerHom(ϕ,Xt

is) −→ 0

を考える. このとき
Coker Hom(ϕ,Xt

is) ' Ext1R(X l
ik, X

t
is)

である.
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[証明] Pikが射影加群であることから次の可換図式を得る.

0 // Pil
//

g

��

Pik
//

f

��

X l
ik

// 0

0 // Til
// Tik

// X l
ik

// 0

この図式にHomR(−, Xt
is)を施して次の可換図式を得る.

HomR(Tik, X
t
is) //

Hom(f,Xt
is)

��

HomR(Til, X
t
is) //

Hom(g,Xt
is)

��

Coker Hom(ϕ,Xt
is) //

��

0

HomR(Pik, X
t
is) // HomR(Pil, X

t
is) // Ext1R(X l

ik, X
t
is) // 0

補題 5.12より Hom(f,Xt
is)と Hom(g,Xt

is)は同型であるから, 右端の写像も同型である.
�

補題 5.14. 完全列

0 −→ Til
ϕ−−→ Tik −→ X l

ik −→ 0 (1 ≤ k < l ≤ ni)

にHomR(−, Tij) (1 ≤ j ≤ ni)を施して得られる完全列

0 −→ HomR(X l
ik, Tij) −→ HomR(Tik, Tij)

HomR(ϕ,Tij)−−−−−−−−→ HomR(Til, Tij) −→ CokerHomR(ϕ, Tij) −→ 0

を考える. このとき

Coker HomR(ϕ, Tij) = 0 ⇐⇒ j ≤ kまたは l < j ⇐⇒ Ext1R(X l
ik, Pij) = 0

である.

[証明] 最初に Ext1R(X l
ik, Pij)が 0であるときを調べる. 完全列

0 −→ Pil
f−−→ Pik −→ X l

ik −→ 0

にHomR(−, Pij)を施して次の完全列を得る.

HomR(Pik, Pij)
Hom(f,Pij)−−−−−−−−→ HomR(Pil, Pij) −→ Ext1R(X l

ik, Pij) −→ 0

ここで補題 5.5と補題 5.6によって次が言える.

Ext1R(X l
ik, Pij) = 0 ⇐⇒ Hom(f, Pij)が全射

⇐⇒ j ≤ kまたは l < j.

一方, 完全列
0 −→ Til

ϕ−−→ Tik −→ X l
ik −→ 0
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にHomR(−, Tij)を施して次の完全列を得る.

HomR(Tik, Tij)
Hom(ϕ,Tij)−−−−−−−−→ HomR(Til, Tij) −→ Coker HomR(ϕ, Tij) −→ 0

ここで組成因子を考えると容易に次が言える.

Coker HomR(ϕ, Tij) = 0 ⇐⇒ Hom(ϕ, Tij)が全射
⇐⇒ j ≤ kまたは l < j.

従って Coker HomR(ϕ, Tij) = 0 ⇐⇒ Ext1R(X l
ik, Pij) = 0を得る. �

補題 5.13, 補題 5.14はPiの直既約加群の間のExt1Rがいつ 0になるのかを, Ti1, · · · , Tini

を用いて判定できるということである. これは最初に定めたmodRの加法充満部分圏 Ci
の中で, Piの直既約加群の間のExt1R がいつ 0になるのかが判定できるということである.
次に命題 5.17で Ci ' modSiであることを示し, 補題 5.13, 補題 5.14と合わせることで,
PiとmodSiの間の Ext1の対応を作る. その前に二つの補題を用意する (補題 5.15はよく
知られた補題である).

補題 5.15. [4, VI Lemma3.1] T ∈ modRとし, S = EndR(T )とおく. このとき次が成り
立つ.

(1) 任意の T ′ ∈ addT と任意のX ∈ modRに対して, 次の写像は同型である.

HomR(T ′, X) 3 f 7−→ Hom(T, f) ∈ HomS(HomR(T, T ′),HomR(T,X))

(2) 次の関手は圏同値を導く.

HomR(T,−) : addT −→ projS

但し, projSは有限生成射影 S-加群のなすmodSの充満部分圏とする.

補題 5.16.

(1) 完全列
0 −→ Til −→ Tik −→ X l

ik −→ 0

にHomR(Tij ,−)を施して, 完全列

0 −→ HomR(Tij , Til) −→ HomR(Tij , Tik) −→ HomR(Tij , X
l
ik) −→ 0

が得られる.

(2) 任意のX ∈ Ciに対して完全列

0 −→ T ′′ −→ T ′ −→ X −→ 0

で以下をみたすものが存在する.
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(a) T ′, T ′′ ∈ addTi

(b) HomR(Ti,−)を施すと完全列

0 −→ HomR(Ti, T
′′) −→ HomR(Ti, T

′) −→ HomR(Ti, X) −→ 0

を得る.

[証明] (2)は (1)より従う. 完全列

0 −→ Til −→ Tik
g−−→ X l

ik −→ 0

にHomR(Tij ,−)を施して, 完全列

0 −→ HomR(Tij , Til) −→ HomR(Tij , Tik)
Hom(Tij ,g)
−−−−−−−−→ HomR(Tij , X

l
ik) −→ 0

が得られることを示せば十分である. つまりHom(Tij , g)が全射であればよい. u : Pij −→
Tij を自然な全射とする.
任意に 0 6= f ∈ HomR(Tij , X

l
ik)をとる. このとき k ≤ j < lでなければならないことに

注意する (そうでなければ HomR(Tij , X
l
ik) = 0となる). Pij が射影加群より, fu = ghな

る準同型 h : Pij −→ Tikが存在する.

Pij

h

��

u

��
Tij

f
��

Tik g
// X l

ik
// 0

Keru = Jni−j+1(Pij) = Kerhより, hはuを通過する. すなわちh = vuなるv : Tij −→ Tik

が存在する. fu = gh = gvuと uが全射であることから f = gv = Hom(Tij , g)(v)である.
よってHom(Tij , g)は全射である. �

命題 5.17. 関手
HomR(Ti,−) : Ci −→ modSi

は圏同値を与える. 従って Ci ' modSiである.

[証明] HomR(Ti,−)が忠実かつ充満であることを示す. X,Y ∈ Ciとする.

0 −→ T ′′ −→ T ′ −→ X −→ 0 (3)

を補題 5.16の完全列とする. この完全列にHomR(−, Y )を施して, 完全列

0 −→ HomR(X,Y ) −→ HomR(T ′, Y ) −→ HomR(T ′′, Y )
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を得る. 一方 (3)にHomR(Ti,−)を施して, 完全列

0 −→ HomR(Ti, T
′′) −→ HomR(Ti, T

′) −→ HomR(Ti, X) −→ 0

を得る. さらにこの完全列にHomS(−,HomR(Ti, Y ))を施して, 完全列

0 −→ HomS(HomR(Ti, X),HomR(Ti, Y )) −→ HomS(HomR(Ti, T
′),HomR(Ti, Y ))

−→ HomS(HomR(Ti, T
′′),HomR(Ti, Y ))

を得る. 以上より次の可換図式を得る.

0 // HomR(X,Y )

Hom(Ti,−)

��

// HomR(T ′, Y )

Hom(Ti,−)

��
0 // HomS(HomR(Ti, X),HomR(Ti, Y )) // HomS(HomR(Ti, T

′),HomR(Ti, Y ))

// HomR(T ′′, Y )

Hom(Ti,−)
��

// HomS(HomR(Ti, T
′′),HomR(Ti, Y ))

補題 5.15 (1)より右の二つのHom(Ti,−)は同型である. よって左端のHom(Ti,−)も同型
である. 従ってHomR(Ti,−)は忠実かつ充満である.
次にHomR(Ti,−)が稠密であることを示す. M を射影的でない有限生成直既約 Si-加群
とする. 補題 5.15 (2)よりM の射影分解

0 −→ HomR(Ti, Til)
Hom(Ti,ϕ)−−−−−−→ HomR(Ti, Tik) −→M −→ 0

がとれる. ここで ϕは Tilから Tikへの単射である. 従って完全列

0 −→ Til
ϕ−−→ Tik −→ Tik/Til −→ 0

を得る. この完全列にHomR(Ti,−)を施して, 補題 5.16より完全列

0 −→ HomR(Ti, Til)
Hom(Ti,ϕ)−−−−−−→ HomR(Ti, Tik) −→ HomR(Ti, Tik/Til) −→ 0

を得る. 以上より次の可換図式を得る.

0 // HomR(Ti, Til) // HomR(Ti, Tik) //M //

��

0

0 // HomR(Ti, Til) // HomR(Ti, Tik) // HomR(Ti, Tik/Til) // 0

これよりM ' HomR(Ti, Tik/Til)を得る. HomR(Ti,−)が加法的であることからHomR(Ti,−)
は稠密である. �

以上の結果を用いて Ciを仲介することで PiとmodSiの間の Ext1の対応を得る.
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命題 5.18. 次が成り立つ.

(1) Ext1R(Pij , Ci) = 0 = Ext1Si
(HomR(Ti, Tij),modSi) (1 ≤ j ≤ ni).

(2) X l
ik (1 ≤ k < l ≤ ni)とXt

is (1 ≤ s < t ≤ ni)に対して, 次の自然な同型が存在する.

Ext1R(X l
ik, X

t
is) ' Ext1Si

(HomR(Ti, X
l
ik),HomR(Ti, X

t
is)).

(3) X l
ik (1 ≤ k < l ≤ ni)と Pij (1 ≤ j ≤ ni)に対して

Ext1R(X l
ik, Pij) = 0 ⇐⇒ Ext1Si

(HomR(Ti, X
l
ik),HomR(Ti, Tij)) = 0.

[証明] (1)は Pij が射影R-加群, HomR(Ti, Tij)が射影 Si-加群なので明らか.
Y ∈ Ciを直既約加群とする. 完全列

0 −→ Til
f−−→ Tik

g−−→ X l
ik −→ 0 (4)

にHomR(−, Y )を施して次の完全列を得る.

0 −→ HomR(X l
ik, Y )

Hom(g,Y )−−−−−−→ HomR(Tik, Y )
Hom(f,Y )−−−−−−→ HomR(Til, Y ) −→ CokerHom(f, Y ) −→ 0

一方 (4)にHomR(Ti,−)を施して, 補題 5.16より次の完全列を得る.

0 −→ HomR(Ti, Til) −→ HomR(Ti, Tik) −→ HomR(Ti, X
l
ik) −→ 0

この完全列はHomR(Ti, X
l
ik)の射影分解であるので,この完全列にさらにHomSi(−,HomR(Ti, Y ))

を施すことにより次の完全列を得る.

HomSi(HomR(Ti, Tik),HomR(Ti, Y )) −→ HomSi(HomR(Ti, Til),HomR(Ti, Y ))

−→ Ext1Si
(HomR(Ti, X

l
ik),HomR(Ti, Y )) −→ 0

ここで可換図式

HomR(Tik, Y )
Hom(f,Y ) //

Hom(Ti,−)
��

HomR(Til, Y )

Hom(Ti,−)
��

HomSi(HomR(Ti, Tik),HomR(Ti, Y )) // HomSi(HomR(Ti, Til),HomR(Ti, Y ))

// Coker Hom(f, Y ) //

��

0

// Ext1Si
(HomR(Ti, X

l
ik),HomR(Ti, Y )) // 0

を考える. 命題 5.17よりHom(Ti,−)は同型である. 従って同型

Coker Hom(f, Y ) ∼−−→ Ext1Si
(HomR(Ti, X

l
ik),HomR(Ti, Y ))

を得る. この同型を用いて (2)(3)を示す.
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(2) Y = Xt
isとすれば, 上の同型と補題 5.13より

Ext1R(X l
ik, Y ) ' Coker Hom(f, Y ) ' Ext1Si

(HomR(Ti, X
l
ik),HomR(Ti, Y ))

を得る.
(3) Y = Tij とすれば, 命題 5.14より

Ext1R(X l
ik, Pij) = 0 ⇐⇒ Coker Hom(f, Y ) = 0

⇐⇒ Ext1Si
(HomR(Ti, X

l
ik),HomR(Ti, Y )) = 0

を得る. �

命題 5.18の結果をうけて主定理である定理 5.1の証明をする.
L = (L1, · · · , Lm) ∈ tilt(S1)×· · ·×tilt(Sm)とする. 命題5.11よりExt1R(Fi(Li), Fj(Lj)) =

0 (i 6= j)である. また命題 5.18より Ext1R(Fi(Li), Fi(Li)) = 0である. 従って

Ext1R(F (L), F (L)) = 0

である. また pd F (L) ≤ 1であるし, F (L)の直既約因子は互いに非同型でちょうど n1 +
· · · + nm 個ある. 従って F (L)は Rの基本的傾加群である. 従って Πは well-definedで
ある.
F は同型を除けば単射であるから, F から引き起こされるΠも単射である.
最後に Πが全射であることを示す. L ∈ tilt(R)とする. 系 5.10より Lは次のように直
和分解できる.

L = L1 ⊕ · · · ⊕ Lm, Li ∈ Pi.

Fi(L′
i) = Li (1 ≤ i ≤ m)なる L′

i ∈ modSiをとる. L′
i ∈ tilt(Si)であることをいえば証明

は終わり. pd L′
i ≤ 1であることはよい. 命題 5.18より

Ext1Si
(L′

i, L
′
i) = 0

である. このことと
Si ' Tni(K)

と命題 1.57より
(L′

iの非同型な直既約因子の個数) ≤ ni

である. しかし
m∑

i=1

(L′
iの非同型な直既約因子の個数) =

m∑
i=1

ni

であるから,
(L′

iの非同型な直既約因子の個数) = ni

でなくてはならない. 従って L′
i ∈ tilt(Si)である. �

この定理により体上の上半三角行列環上の基本的傾加群を用いて Rの基本的傾加群が
記述できた. 定理 5.3と定理 5.1を合わせて, 与えられた原田多元環上の傾加群を分類する
ことができる.
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例 5.19. 例 3.4のR(3, 2)の傾加群を分類する.

(1, 2)
δ12

##G
GGGGGGG

(1, 1)

δ11
;;wwwwwwww

(1, 3)

β12

��

β11

oo

(2, 2)

β21

OO

(2, 1)
δ21oo

β11δ11δ12β11δ11δ12β11 = β12δ21β21

β11δ11δ12β12 = 0

β21δ11δ12β11 = 0

有限生成直既約射影R(3, 2)-加群をレヴィー列で表わすと以下のようになる.

(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)

,

(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)

,

(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)

,

(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

,

(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

.

定理 5.1より次の一対一対応が得られる.

tilt(R(3, 2)) ←→ tilt(T3(K))× tilt(T2(K)).

定理 5.1の対応と定理 5.3の対応より, 以下が全てのR(3, 2)上の傾加群である.

(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕


(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

 ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕ (1,2) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕


(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

 ,
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(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕ (1,1) ⊕



(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕


(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

 ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕
(

(1,1)
(1,2)

)
⊕ (1,2) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕


(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

 ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕
(

(1,1)
(1,2)

)
⊕ (1,1) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕


(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

 ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕ (2,1) ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕



(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕ (1,2) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕ (2,1) ,
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(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕ (1,1) ⊕



(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕ (2,1) ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕
(

(1,1)
(1,2)

)
⊕ (1,2) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕ (2,1) ,



(1,1)
(1,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2) (2,1)
(1,3)
(1,1)
(1,2) (2,2)
(1,3)

(1,1)
(1,2)
(1,3)


⊕
(

(1,1)
(1,2)

)
⊕ (1,1) ⊕


(2,1)
(2,2)
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(2,1)
(2,2)

⊕ (2,1) ,

最後に原田多元環の傾加群の準同型環はまた, 原田多元環になるとは限らないことを注
意しておく.

例 5.20. 3次の上半三角行列環

R =

 K K K

0 K K

0 0 K


を考える. R上の傾加群として

T = ( K K K )⊕ ( 0 K K )⊕ ( 0 K 0 )

がとれる. このとき T の準同型環は次のようになる.

EndR(T ) '

 K K 0
0 K 0
0 K K

 .

この EndR(T )は射影的かつ移入的な加群をもたない. 従って EndR(T )は原田多元環では
ない.
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