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'���� �����の (����) の振る舞いが
%����* %��+で記述できる。

●一般の研究動機

「,次元 � -  '����理論の非摂動効果の解析」

●われわれの動機
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「何か新しい ��������の
メカニズムがあるのではないか？」

↓
「実は ������� �1����� ��������の
.���������への拡張で説明できる。」
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この理論において、
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という ����+���� �������は
次の .��1���������� �:�����を満たす。
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● <������+ 
 �;5�はさっきと同じ形

●��：質量次元�の定数。作用を無次元化させる。
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を得る。
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場の理論での .��1���������� �:�����
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と、%����* %��+での .��1���������� �:�����
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という ����+���� �������に対して、
全く同じ関係を与えている。

↓
上の２つの ����+���� �������は、全く同じ性質を持つ。

これが ����������	��� ����� の本質である。
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この２つの関係はとっても似ている！！

����������	��� �����は
�1����� ������� )��+を.���������上に
拡張したものとして説明できるのではないか？
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●非可換空間上での場の理論と %����* %��+

○非可換 �
空間 >�
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を次のように定義する。
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ここで、�
�は ��数。

すると、非可換空間での理論と
%����* %��+が次のように対応する。
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ここで �積を用いた
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このように、非可換空間上の場の理論は
行列理論とみなせる
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○非可換 � 空間 ���� ��� - ���

;��� ;��を次のように定義する。
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����� ��変換を用いて、
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とできる。このとき反交換関係は
次のように <��+�行列で表現できる。
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また、行列と関数の対応は先程と同様に
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他の演算は
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ただし、��積は次のように定義する。
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このように、非可換 .���������上での理論は、
.����)����* %��+へ )��できる。
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では、実際に 理論がどのようにつながるかを見る。

 #元の場の理論を非可換空間上で考える。
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�#��	と比較するために (����)に注目する。

A+)����により１項目は効かない。
すると２項目と３項目は結合しなくなる。
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(����)の %�����の振る舞いを調べるのには、
この部分にだけ注目すれば十分である。

まとめると
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����������	��� �����と比較するために、
非可換 パラメータ �
�� ��� � � とする。

しかし一般に、量子補正により
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である。
ただ、今回の場合、(����)に関しては
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が（間接的に）言える。

また、.����)����* %��+に関しては
0���+���� ������� が �� �に依存しないことが言える。
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●ここまでの結論
.����)����* %��+
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は、� -  '����理論の (����)と等価である。
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と、.����)����*か ����� %����* かの違いしかない。

�ただし、もともと ��は適当な係数だったので
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実際、に.����)����* )��+で
適当な古典解から、展開して計算すると

����� %����* %��+の計算に帰着することができる。
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説明できたBB
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さらに �� � � � で先に述べた
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が直接言える。

●道具
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●結論

� ����������	��� �����は������� ��������で説明で
きる。

�非可換 .��������� のおかげで、0)����� 8�+��を
一つの.����)����*にまとめることができた。

●問題点

� ����� )����* )��+に対応する .����)����* )��+
の古典解が一部しか見つかっていない。

� � �- �のときに %����* )��+と
����))�����&� 8�+� �����の関係で不明瞭な点が
残っている。

●展望

�一般に%����* %��+を .���� %����* でもっとまと
められるか。

� '��&����� ���������での応用。
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