
1. Qgが対称行列⇔ tQg = Qg 　であり

tQg = t(tgg) = tgt(tg) = tgg = Qg

より Qg は対称行列
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)
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)
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= tvQgv
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2.

Qg1 = Qg2 ⇔ tg1g1 = tg2g2

⇔ tg−1
2

tg1g1g
−1
2 = E2

⇔ t(g1g
−1
2 )(g1g

−1
2 ) = E2

⇔ g1g
−1
2 が直行行列

3. Qgは対称行列なので直行行列 h(thh = E2)を使って対角化できる.Qgの固有値をµ1, µ2とすると

thQgh = thtggh =

(
µ1 0
0 µ2

)
tgg = h

(
µ1 0
0 µ2

)
th

とできる

µ1, µ2 に対する固有ベクトルを v1,v2 とすると,ゼロベクトルではない.

Qgv1 = µ1v1 であり,1より tv1Qgv1 > 0だから

tv1Qgv1 = tv1µ1v1 = µ1
tv1v1

⇔ µ1 =
tv1Qgv1

tv1v1
> 0

同様にして µ2 > 0.
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よって g′ =
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)
thとおくと
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= h
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= Qg

2より gg′−1 = k1おくと,これは直行行列になる.

g = k1g
′ = k1
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となり λ1 =
√
µ
1
, λ2 =

√
µ
2
, k2 = thとおけば k2 も直行行列で,たしかに

g = k1

(
λ1 0
0 λ2

)
k2

となる
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