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(G,K) : コンパクト対称対
G/K : コンパクト対称空間
G/KをG内に実現
Gの極大対蹠部分群の分類

⇒ G/Kの極大対蹠集合の分類
G/K = CI(n) ∼= Sp(n)/U(n), CI(n)/Z2,

Gm(Kn) (K = R,C,H), Gm(K2m)/Z2,

DIII(n) ∼= SO(2n)/U(n),

DIII(2m)/Z2 : これらの場合の極大対蹠
集合の分類結果はアブストラクトの通り
CI(n), CI(n)/Z2を例に分類の方針を説明
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定義 (Chen-長野)

M : コンパクトRiemann対称空間

sx : x ∈ Mにおける点対称

S ⊂ M : 対蹠集合

⇔ ∀x, y ∈ S sx(y) = y
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コンパクト型既約Hermite対称空間

CI(n) = {x ∈ Sp(n) | x2 = −1n}

= {gi1ng
−1 | g ∈ Sp(n)}

∼= Sp(n)/U(n)

Sp(n)の極大対蹠部分群は∆nに共役

∆n =



±1

. . .

±1


 ⊂ O(n)
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i∆n ⊂ CI(n) ⊂ Sp(n)となり、CI(n)の極
大対蹠集合は i∆nに合同。

D[4] =


±1 0

0 ±1

 ,

 0 ±1

±1 0


Q[8] = {±1,±i,±j,±k}

n = 2k · l (l:奇数) 0 ≤ s ≤ kに対して s個の
D[4]と∆n/2sのテンソル積を

D(s, n) = D[4]⊗· · ·⊗D[4]⊗∆n/2s ⊂ O(n)

で表す。
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πn : Sp(n) → Sp(n)/{±1n} 自然な射影
Sp(n)/{±1n}の極大対蹠部分群は次のいずれ
かに共役

πn(Q[8] · D(s, n)) (0 ≤ s ≤ k)

ただし、(s, n) = (k − 1, 2k)の場合は除外

PD(s, n) = {d ∈ D(s, n) | d2 = 1n},

ND(s, n) = {d ∈ D(s, n) | d2 = −1n}

とおくと
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Q[8] · D(s, n) ∩ CI(n)

= ND(s, n) ∪ {i, j, k}PD(s, n)

これより、CI(n)/{±1n}の極大対蹠集合は次
のいずれかに合同になる。

πn(ND(s, n) ∪ {i, j, k}PD(s, n))

(0 ≤ s ≤ k)

ただし、(s, n) = (k − 1, 2k)の場合は除外
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