
V-2-5. 行列のべき乗 

（べき乗のべきって、冪と書くのですが、書けませんよね。） 

 

𝐀ｍについて考えます。普通は𝐀𝒏と書くのですが、n はデーターの個数の意味で使ってしま

ったので、m にします。個々のデータの項目数は𝑝です。 

以下の式を成り立たせる𝑷が存在し、𝑨が対角化可能であるとします。 

𝑷ି𝟏𝑨𝑷 = 𝜦 

𝜦 = ൮

𝜆ଵ 0
0 𝜆ଶ

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆

൲ 

ここでは𝛬について書きます。対角行列のことです。対角行列では以下が一般に成り立ちま

す。 

𝜦𝒎 =

⎝

⎛

𝜆ଵ
 0

0  𝜆ଶ


0    0
0    0

    

0       0
0      0

  
⋱ 0
0    𝜆


⎠

⎞ 

これは感覚的にわかるでしょうか。念のために、丁寧にやります。 

𝜦ଶ = 𝜦𝜦 = ൮

𝜆ଵ 0
0 𝜆ଶ

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆

൲ ൮

𝜆ଵ 0
0 𝜆ଶ

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆

൲ 

これを実際に計算してみると、 

𝜦ଶ =

⎝

⎜
⎛

𝜆ଵ
ଶ 0

0  𝜆ଶ
ଶ

0    0
0    0

    

0       0
0      0

  
⋱ 0
0    𝜆

ଶ

⎠

⎟
⎞

 

続いて 

𝜦ଷ = 𝜦ଶ𝜦 =

⎝

⎜
⎛

𝜆ଵ
ଶ 0

0  𝜆ଶ
ଶ

0    0
0    0

    

0       0
0      0

  
⋱ 0
0    𝜆

ଶ

⎠

⎟
⎞

൮

𝜆ଵ 0
0 𝜆ଶ

0 0
0 0

0 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆

൲ 

=

⎝

⎜
⎛

𝜆ଵ
ଷ 0

0  𝜆ଶ
ଷ

0    0
0    0

    

0       0
0       0

 
⋱ 0
0    𝜆

ଷ

⎠

⎟
⎞

 

となって、これを繰り返すだけです。 

ここで 

𝑷ି𝟏𝑨𝑷 = 𝜦 



にもどって、両辺を m 乗します。 

(𝑷ି𝟏𝑨𝑷)𝒎 = 𝜦𝒎 

左辺を展開すると 

左辺 = 𝑷ି𝟏𝑨𝑷𝑷ି𝟏𝑨𝑷 ⋯ 𝑷ି𝟏𝑨𝑷𝑷ି𝟏𝑨𝑷 

𝑷𝑷ି𝟏 = 𝑰 

だから、間にはさまっている𝑷𝑷ି𝟏は数字の１と同じ機能しかしないから、 

左辺 = 𝑷ି𝟏𝑨𝒎𝑷 

となります。 

右辺については 

右辺 = 𝜦𝒎 =

⎝

⎛

𝜆ଵ
 0

0  𝜆ଶ


0    0
0    0

    

0       0
0      0

  
⋱ 0
0    𝜆


⎠

⎞ 

ですから 左辺=右辺で 

𝑷ି𝟏𝑨𝒎𝑷 = 𝜦𝒎 

となります。知りたいのは𝑨𝒎ですから、両辺の左から𝑷、右から𝑷ି𝟏を掛けて 

𝑨𝒎 = 𝑷𝜦𝒎𝑷ି𝟏 

式 62 

というのが、行列のべき乗の公式ということになります。さらに、スペクトル分解や疑似

スペクトル分解を使うと、以下のようになります。 

対称行列 

𝑨𝒎 = 𝜆ଵ
𝑷𝟏𝑷𝟏

𝑻 + 𝜆ଶ
𝑷𝟐𝑷𝟐

𝑻 + ⋯ 𝜆
𝑷𝒑𝑷𝒑

் 

𝑷𝒊:固有ベクトル 

∵  𝑷ି𝟏 = 𝑷் 

非対称行列  

𝑨𝒎 = 𝜆ଵ
𝑷𝟏𝑷ି𝟏 + 𝜆ଶ

𝑷𝟐𝑷ି𝟏 + ⋯ 𝜆
𝑷𝒑𝑷ି𝟏 

𝑷ଵ = ൮

𝑝ଵଵ 0
𝑝ଶଵ 0

⋯ 0
⋯ 0

⋮ ⋮
𝑝ଵ 0

⋱ ⋮
⋯ 0

൲,   𝑷ଶ = ൮

0 𝑝ଵଶ

0 𝑝ଶଶ

⋯ 0
⋯ 0

⋮ ⋮
0 𝑝ଶ

⋱ ⋮
⋯ 0

൲ , ⋯ ,  𝑷𝒑 = ൮

0 0
0 0

⋯ 𝑝ଵ

⋯ 𝑝ଶ

⋮ ⋮
0 0

⋱ ⋮
⋯ 𝑝

൲ 

理解を深めるために、具体的に計算してみましょう。 

計算が面倒なので、今までに使った 

𝑨 = ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ 

という行列を例にします。まず、普通に計算します。 

𝑨𝟐 = ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ 



= ൭
64 − 5 − 21 40 + 10 − 21 56 − 5 − 14
−8 − 2 + 3 −5 + 4 + 3 −7 − 2 + 2

−24 + 3 + 6 −15 − 6 + 6 −21 + 3 + 4
൱ 

= ൭
38 29 37
−7 2 −7

−15 −15 −14
൱ 

𝑨𝟑 = ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ 

= ൭
38 29 37
−7 2 −7

−15 −15 −14
൱ ൭

8 5 7
−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ 

= ൭
38 × 8 − 29 − 37 × 3 38 × 5 + 29 × 2 − 37 × 3 38 × 7 − 29 × 1 − 37 × 2

−7 × 8 − 2 × 1 + 7 × 3 −15 × 5 + 2 × 2 + 7 × 3 −15 × 7 − 2 × 1 + 7 × 2
−15 × 8 + 15 × 1 + 14 × 3 −15 × 5 − 15 × 2 + 14 × 3 −15 × 7 + 15 × 1 + 14 × 2

൱ 

൭
164 137 163
−37 −10 −37
−63 −63 −62

൱ 

次に疑似スペクトル分解を使って計算します。 

𝑨 = ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ 

対角化行列 

𝑷 = ൭
−1 3 −1
1 −1 0
0 −1 1

൱ 

𝑷ି𝟏 = ൭
1 2 1
1 1 1
1 1 2

൱ 

対角化 

𝑷ି𝟏𝑨𝑷 = ൭
1 2 1
1 1 1
1 1 2

൱ ൭
8 5 7

−1 2 −1
−3 −3 −2

൱ ൭
−1 3 −1
1 −1 0
0 −1 1

൱ = ൭
3 0 0
0 4 0
0 0 1

൱ 

 

𝑷𝟏 = ൭
−1 0 0
1 0 0
0 0 0

൱ , 𝑷𝟐 = ൭
0 3 0
0 −1 0
0 −1 0

൱ , 𝑷𝟑 = ൭
0 0 −1
0 0 0
0 0 1

൱ 

 

𝑷 = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 

 

𝑷𝟏𝑷ି𝟏 = ൭
−1 0 0
1 0 0
0 0 0

൱ ൭
1 2 1
1 1 1
1 1 2

൱ = ൭
−1 −2 −1
1 2 1
0 0 0

൱ 

𝑷𝟐𝑷ି𝟏 = ൭
0 3 0
0 −1 0
0 −1 0

൱ ൭
1 2 1
1 1 1
1 1 2

൱ = ൭−
3 3 3
1 −1 −1

−1 −1 −1
൱ 

𝑷𝟑𝑷ି𝟏 = ൭
0 0 −1
0 0 0
0 0 1

൱ ൭
1 2 1
1 1 1
1 1 2

൱ = ൭
−1 −1 −2
0 0 0
1 1 2

൱ 



𝑨𝟐 = 𝟑𝟐 ൭
−1 −2 −1
1 2 1
0 0 0

൱ + 4ଶ ൭−
3 3 3
1 −1 −1

−1 −1 −1
൱ + 1ଶ ൭

−1 −1 −2
0 0 0
1 1 2

൱ 

= ൭
−9 + 48 − 1 −18 + 48 − 1 −9 + 48 − 2
9 − 16 + 0 18 − 16 + 0 9 − 16 + 0
0 − 16 + 1 0 − 16 + 1 0 − 16 + 2

൱ 

= ൭
38 29 37
−7 2 −7

−15 −15 −14
൱ 

𝑨𝟑 = 𝟑𝟑 ൭
−1 −2 −1
1 2 1
0 0 0

൱ + 4ଷ ൭−
3 3 3
1 −1 −1

−1 −1 −1
൱ + 1ଷ ൭

−1 −1 −2
0 0 0
1 1 2

൱ 

= ൭
−27 + 192 − 1 −54 + 192 − 1 −27 + 192 − 2

27 − 64 + 0 54 − 64 + 0 27 − 64 + 0
0 − 64 + 1 0 − 64 + 1 0 − 64 + 2

൱ 

= ൭
164 137 163
−37 −10 −37
−63 −63 −62

൱ 

ｍが大きくなるとこの方法を使わないと計算が大変です。 


