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まとめ＆check
数Ⅲ

平面上の曲線
check1 y2 = 4:(-2)x より

焦点は (-2，0)

準線は x = 2

グラフの概形は右の図のようにな
る。

check2
p

52 -42 = 3 より
焦点は (3，0)，(-3，0)

長軸の長さは 10

短軸の長さは 8

グラフの概形は右の図のよう
になる。

check3 頂点は (5，0)，
(-5，0)
p

52 +42 =
√

41 より
焦点は

`√
41，0

´

，
`

-
√

41，0
´

漸近線の方程式は

y=
4
5

x， y=-
4
5

x

グラフの概形は右上の図の
ようになる。

check4 ⑴ P(x，y)とする。
PF
PH

=
1
2
より 2PF = PH

2
p

(x-3)2 +y2 = ;x;

両辺を 2乗して 4{(x-3)2 +y2} = x2

3x2 +4y2 -24x+36 = 0

(x-4)2

4
+

y2

3
= 1

よって，求める軌跡は，楕円 x2

4
+

y2

3
= 1 を x 軸

方向に 4だけ平行移動した楕円を表す。

⑵ PF
PH

= 2 より PF = 2PH
p

(x-3)2 +y2 = 2;x;

両辺を 2乗して (x-3)2 +y2 = 4x2

3x2 -y2 +6x-9 = 0

(x+1)2

4
-

y2

12
= 1

よって，求める軌跡は，双曲線 x2

4
-

y2

12
= 1 を x 軸

方向に-1だけ平行移動した双曲線を表す。
check5 r =

q

`

-
√

3
´2

+12 = 2 であるから

cosi =
-

√
3

2
， sini =

1
2

0 E i < 2r で考えると i =
5
6

r

よって，Pの極座標は
 

2， 5
6

r

!

複素数平面
check7 ⑴ 絶対値は

;1+i; =
p

12 +12 =
√

2

右の図より，偏角は i =
r

4

よって

1+i =
√

2
 

cos
r

4
+isin

r

4

!

⑵ 絶対値は
˛

˛-
√

3 +3i
˛

˛ =
q

`

-
√

3
´2

+32

= 2
√

3

右の図より，偏角は i =
2
3

r

よって

-
√

3 +3i = 2
√

3
 

cos
2
3

r +isin
2
3

r

!

⑶ 絶対値は
;-4i; = 4

右の図より，偏角は i =
3
2

r

よって

-4i = 4
 

cos
3
2

r +isin
3
2

r

!

check8 ⑴ check7より

z1 =
√

2

 

cos
r

4
+isin

r

4

!

z2 = 2
√

3

 

cos
2
3

r+isin
2
3

r

!

よって

z1 z2 =
√

2 :2
√

3

(

cos

 

r

4
+

2
3

r

!

+isin

 

r

4
+

2
3

r

!)

= 2
√

6
 

cos
11
12

r +isin
11
12

r

!

⑵ z1

z2
=

√
2

2
√

3

(

cos

 

r

4
-

2
3

r

!

+isin

 

r

4
-

2
3

r

!)

=

√
6

6

(

cos
 

-
5
12

r

!

+isin
 

-
5
12

r

!)

check9 check7より

-
√

3 +3i = 2
√

3

 

cos
2
3

r+isin
2
3

r

!

よって
`

-
√

3 +3i
´6

=
`

2
√

3
´6
 

cos
2
3

r+isin
2
3

r

!6

= 1728

(

cos

 

6:
2
3

r

!

+isin

 

6:
2
3

r

!)

= 1728(cos4r+isin4r)

= 1728

check10
(4+6i)-(3+i)
(5-2i)-(3+i)

=
1+5i
2-3i

= -1+i

=
√

2

 

cos
3
4

r+isin
3
4

r

!

よって EQPR = arg
(4+6i)-(3+i)
(5-2i)-(3+i)

=
3
4

r

check11 ⑴ (x+4i)-(2+6i)
5-(2+6i)

=
x+2
15

+
2x-6

15
i

3点 P，Q，Rが一直線上にあるから
2x-6 = 0 より x = 3

⑵ 2直線 PQと PRが垂直に交わるから
x+2 = 0 より x = -2

2

関数と極限

check13 ⑴ lim
n"3

3n-1
n+1

= lim
n"3

3-
1
n

1+
1
n

= 3

⑵ lim
n"3

(3n-n2) = lim
n"3

(

-n2
 

1-
3
n

!)

= -3

check14 -1 E cosni E 1 であるから

-
1
n

E
1
n

cosni E
1
n

ここで， lim
n"3

 

-
1
n

!

= 0， lim
n"3

1
n

= 0 であるから

lim
n"3

1
n

cosni = 0

check15 lim
n"3

2n -4n

3n +4n = lim
n"3

 

1
2

!n

-1
 

3
4

!n

+1
=

0-1
0+1

= -1

check16 ⑴ 初項 a = 1，公比 r = -
√

2 の無限等比級
数である。
;r;F 1 であるから，この無限等比級数は発散する。

⑵ 初項 a = 2+
√

3，公比 r = 2-
√

3 の無限等比級
数である。
;r; < 1 であるから収束し，その和 S は

S =
2+

√
3

1-
`

2-
√

3
´ =

5+3
√

3

2

check17 数列
(

n
2n-1

)

は，lim
n"3

n
2n-1

=
1
2
で 0に収束

しないから，与えられた無限級数は発散する。
check18 ⑴ lim

x"2
(2x3-3x2+5x)=2:23-3:22+5:2=14

⑵ lim
x"3

x2 -9
x-3

= lim
x"3

(x-3)(x+3)
x-3

= lim
x"3

(x+3) = 6

⑶ lim
x"1

x-1

2x-
√

x+3
= lim

x"1

(x-1)
`

2x+
√

x+3
´

`

2x-
√

x+3
´`

2x+
√

x+3
´

= lim
x"1

(x-1)
`

2x+
√

x+3
´

(x-1)(4x+3)

= lim
x"1

2x+
√

x+3

4x+3
=

4
7

check19 0 E

˛

˛

˛

˛

cos
1
x

˛

˛

˛

˛

E 1 より 0 E

˛

˛

˛

˛

x2cos
1
x

˛

˛

˛

˛

E x2

x " 0のとき x2 " 0であるから

lim
x"0

˛

˛

˛

˛

x2cos
1
x

˛

˛

˛

˛

= 0

よって lim
x"0

x2cos
1
x

= 0

check20 lim
x"0

sin3x
sin2x

= lim
x"0

3:
sin3x

3x

2:
sin2x

2x

=
3
2

check21 lim
x"1+0

f (x) = lim
x"1+0

(x-1)2

;x-1;
= lim

x"1+0

(x-1)2

x-1

= lim
x"1+0

(x-1) = 0

lim
x"1-0

f (x) = lim
x"1-0

(x-1)2

;x-1;
= lim

x"1-0

(x-1)2

-(x-1)

= lim
x"1-0

{-(x-1)} = 0

f (1) = 0

よって lim
x"1+0

f (x) = lim
x"1-0

f (x) = f (1)

したがって， f (x)は x = 1 で連続である。

check22 f (x) = 2sinx- x+3 とおく。
f (x)は閉区間 [0，r]で連続であり

f (0) = 3 > 0

f (r) = -r+3 < 0

したがって，中間値の定理により，方程式 f (x) = 0 は
0 < x < r の範囲に少なくとも 1つの実数解をもつ。

微分
check24 ⑴ y′ = (2x3 + x-3)′:(3x+1)

+(2x3 + x-3):(3x+1)′

= (6x2 +1)(3x+1)+(2x3 + x-3):3

= 24x3 +6x2 +6x-8

⑵ y′ =
(x-1)′:(x2 +2)-(x-1):(x2 +2)′

(x2 +2)2

= -
x2 -2x-2

(x2 +2)2

check25 y′ = 4(2x2 -3)3:(2x2 -3)′

= 16x(2x2 -3)3

check26 y = 5
√

x より，x = y5 であるから
dx
dy

= 5y4

よって dy
dx

=
1
dx
dy

=
1

5y4 =
1

5 5
p

x4

check27
dx
dt

= 2t +1， dy
dt

= 2

であるから

dy
dx

=

dy
dt
dx
dt

=
2

2t +1

check29 ⑴ y′ = cosx2:(x2)′

= 2xcosx2

⑵ y′ = -sin2x:(2x)′-
1

cos2(3x+1)
:(3x+1)′

= -2sin2x-
3

cos2(3x+1)

⑶ y′ =
1

x2 -1
:(x2 -1)′

=
2x

x2 -1

⑷ y′ =
1

sinx:log10
:(sinx)′

=
cosx

sinx:log10

⑸ y′ = 3x log3+2e4x :(4x)′

= 3x log3+8e4x

微分の応用
check30 f (x) = tanx とおくと

f ′(x) =
1

cos2 x
より f ′

 

r

4

!

= 2

したがって，接線の方程式は y-1 = 2

 

x-
r

4

!

すなわち y = 2x+1-
r

2



3

法線の方程式は y-1 = -
1
2

 

x-
r

4

!

すなわち y = -
1
2

x+1+
r

8

check31 関数 f (x) = ex は実数全体で微分可能であり，
f ′(x) = ex であるから，区間 [a，b]で平均値の定理を
用いると

eb -ea

b-a
= ec， a < c < b

を満たす c が存在する。
ex は増加関数で，a < c < b より ea < ec < eb

したがって ea <
eb -ea

b-a
< eb

b-a > 0 より ea(b-a) < eb -ea < eb(b-a)

check34 f ′(x)=2xex +x2ex =(x2+2x)ex = x(x+2)ex

f ′′(x) = (2x+2)ex +(x2 +2x)ex

= (x2 +4x+2)ex

f ′(x) = 0 とおくと x = 0，-2

f ′′(0) = 2 > 0

f ′′(-2) = -
2

e2 < 0

よって
極小値は f (0) = 0

極大値は f (-2) =
4

e2

check35 !v = (2t，6t2 -1)
!
a = (2，12t)

また，t = 1 のとき !v = (2，5) であるから
;
!v; =

p

22 +52 =
√

29

check36 f (x) = ex とおくと f ′(x) = ex

よって， f (0) = 1， f ′(0) = 1 であるから
x ] 0 のとき ex ] 1+ x

積分とその応用

check37 ⑴ #(2x-1)3 dx =
1
2
:

1
4

(2x-1)4 +C

=
1
8

(2x-1)4 +C

⑵ x2 +1 = t とすると dt
dx

= 2x

ゆえに

# x
p

x2 +1dx = #
√

t :
1
2

dt =
1
2
:

2
3

t
3
2 +C

=
1
3

(x2 +1)
p

x2 +1 +C

⑶ #(sinx-cos2x+3x)dx

= -cosx-
1
2

sin2x+
3x

log3
+C

⑷ # x2 logx dx = # logx:

 

1
3

x3
!′

dx

= logx:

 

1
3

x3
!

-# 1
x
:

 

1
3

x3
!

dx

=
1
3

x3 logx-
1
9

x3 +C

check38 ［1］ ⑴ 2x+1 = t すなわち x =
t -1

2
とおく

と dx
dt

=
1
2

x と t の対応は右の表のように
なる。

x 0 1

t 1 3
よって

#
1

0
(2x+1)3 dx = #

3

1
t3:

1
2

dt

=

"

1
8

t4
#3

1

= 10

⑵ sinx，xcosx は奇関数，x2 は偶関数であるから

#
r

-r
(sinx+ xcosx+ x2)dx = 2#

r

0
x2 dx

= 2

"

1
3

x3
#r

0

=
2
3

r3

⑶ #
r

2

0
xsinx dx = #

r

2

0
x:(-cosx)′dx

=

"

x(-cosx)

#

r

2

0
-#

r

2

0
1:(-cosx)dx

= 0+

"

sinx

#

r
2

0

= 1

［2］ F (x) = x#
x

1
log2t dt -#

x

1
t log2t dt であるから

F ′(x) = #
x

1
log2t dt + x log2x- x log2x

= #
x

1
log2t dt

ゆえに F ′′(x) = log2x

check39 f (x) =
√

1+ x とおくと

lim
n"3

1
n

0
Ă

1+
1
n

+

Ă

1+
2
n

+:::+

Ă

1+
n
n

1

= lim
n"3

1
n

n

!
k=1

f

 

k
n

!

= #
1

0
f (x)dx

= #
1

0

√
1+ x dx

=

"

2
3

(1+ x)
3
2

#1

0

=
2
3

`

2
√

2 -1
´

check40 曲線 y = x2 と曲線
y =

√
x との交点の x 座標は，

0，1である。
また，区間 0 E x E 1 で
x2 E

√
x であるから，求める

面積 S は

S = #
1

0

`√
x - x2

´

dx

=

"

2
3

x
3
2 -

1
3

x3
#1

0

=
1
3

check41 頂点からの距離が x cmのところで，底面と平行
な平面で切断したときの断面積を S(x)とすると

S(x) = x2 (cm2)

4

よって，求める体積V は

V = #
5

0
S(x)dx

= #
5

0
x2 dx

=

"

1
3

x3
#5

0

=
125
3

(cm3)

check42 V = r#
0

-1

`√
x+1

´2
dx

= r#
0

-1
(x+1)dx

= r

"

1
2

(x+1)2
#0

-1

=
r

2

check43 ⑴ dx
dt

= 6t， dy
dt

= 3-3t2 より
Ą

 

dx
dt

!2

+

 

dy
dt

!2

=
p

9(t2 +1)2 = 3(t2 +1)

よって，求める曲線の長さ L は

L = #
1

0
3(t2 +1)dt

= 3

"

1
3

t3 +t

#1

0

= 4

⑵ y′ =
3
2

x
1
2 より

p

1+(y′)2 =

Ă

1+
9
4

x =
1
2

√
9x+4

よって，求める曲線の長さ L は

L = #
1

0

1
2

√
9x+4dx

=
1
2

"

1
9
:

2
3

(9x+4)
3
2

#1

0

=
1
27

`

13
√

13 -8
´


