
II B
■ 式と証明・高次方程式 e
I 1 : 整式の除法 整式 A(Ñ)，B(Ñ)に対して，

A(Ñ) = B(Ñ)Q(Ñ) +R(Ñ) （R(Ñ)は B(Ñ)よりも低次）

を満たす整式 Q(Ñ)，R(Ñ)がただ 1通りに定まる．

I 2 : 三角不等式 実数 a，bに対し， a+ b · a + b

等号成立は，ab ¸ 0のとき

I 3 : 相加・相乗平均の不等式 a > 0，b > 0のとき， a+ b
2

¸
B

ab

等号成立は，a = bのとき
I 4 : コーシー・シュワルツの不等式 実数 a，b，c，Ñ，Ò，zに対し，

² (a2 + b2)(Ñ2 + Ò2) ¸ (aÑ+ bÒ)2 等号成立は，aÒ= bÑのとき

² (a2 + b2 + c2)(Ñ2 + Ò2 + z2) ¸ (aÑ+ bÒ+ cz)2

等号成立は，aÒ= bÑ，bz= cÒ，cÑ = azのとき

I 5 : 複素数 a，b，c，dを実数，iを虚数単位とする（i 2 = ¡1）．

² 複素数 ®= a+ biに対し，®の共役複素数 ®= a¡ bi

²
B

¡a =
B

ai （a > 0） ² ® 2
= ®®= a2 + b2

² a+ bi= c+di () a= c かつ b = d ² a+ bi = 0 () a= b = 0

² (a+ bi)§ (c+ di) = (a§ c) + (b§ d)i

² (a+ bi)(c+ di) = (ac¡ bd) + (ad+ bc)i

² a+ bi
c+ di =

(a+ bi)(c¡ di)
(c+ di)(c¡ di)

=
ac+ bd
c2 + d2 +

bc¡ ad
c2 + d2 i （c+ di Ë 0）

I 6 : 2次方程式の判別式 実数係数の 2次方程式 aÑ2 + bÑ+ c = 0に対して，

判別式D= b2 ¡ 4acとする．

² D > 0 () 異なる 2つの実数解をもつ

²D = 0 () 実数の重解をもつ

² D < 0 () 異なる 2つの虚数解をもつ
I 7 : 2次方程式の解と係数の関係
2次方程式 aÑ2 + bÑ+ c = 0の解を ®，¯とするとき，

®+ ¯ = ¡ ba， ®¯ =
c
a

I 8 : 3次方程式の解と係数の関係
3次方程式 aÑ3 + bÑ2 + cÑ+ d = 0の解を ®，¯，°とするとき，

®+ ¯+ ° = ¡ ba， ®¯+ ¯°+ °®=
c
a， ®¯° = ¡

d
a

I 9 : 剰余の定理
² 整式 P(Ñ)を 1次式 Ñ¡ kで割ったときの余りは P(k)である．

² 整式 P(Ñ)を 1次式 aÑ+ bで割ったときの余りは P#¡ ba ;である．
I10 : 因数定理 P(Ñ)を整式，®を複素数とする．

P(®) = 0 () P(Ñ)が Ñ¡ ®で割り切れる

■ 図形と方程式 e
O(0，0)，A(Ñ1，Ò1)，B(Ñ2，Ò2)，C(Ñ3，Ò3)とする．

I11 : 2点間の距離
OA =

B

Ñ12 + Ò12， AB =
B

(Ñ2 ¡ Ñ1)2 + (Ò2 ¡ Ò1)2

I 12 : 内分点・外分点 線分 ABを m : n に内分する点 Pと外分する点 Qの座標

は，それぞれ，

P# nÑ1 +mÑ2m+ n ，
nÒ1 +mÒ2
m+ n ;， Q# ¡nÑ1 +mÑ2m¡ n ，

¡nÒ1 +mÒ2
m¡ n ;

I 13 : 重心 4ABCの重心 Gの座標は

G# Ñ1 + Ñ2 + Ñ3
3

，
Ò1 + Ò2 + Ò3

3
;

I14 : 三角形の面積 4OABの面積 Sは，

S= 1
2
Ñ1Ò2 ¡ Ñ2Ò1

I 15 : 直線の方程式 点 Aを通り，傾きmの直線の方程式は，

Ò¡ Ò1 = m(Ñ¡ Ñ1)

2点 A，Bを通る直線の方程式は，

(Ò2 ¡ Ò1)(Ñ¡ Ñ1)¡ (Ñ2 ¡ Ñ1)(Ò¡ Ò1) = 0
I 16 : 2直線の関係 2直線 l1 : Ò= m1Ñ+ n1，l2 : Ò= m2Ñ+ n2 に対し，

² l1 == l2 () m1 = m2 ² l1 ? l2 () m1m2 = ¡1

また，l1 : a1Ñ+ b1Ò+ c1 = 0，l2 : a2Ñ+ b2Ò+ c2 = 0に対し，

² l1 == l2 () a1b2 ¡ a2b1 = 0 ² l1 ? l2 () a1a2 + b1b2 = 0
I 17 : 点と直線の距離 点 Aと直線 aÑ+ bÒ+ c= 0との距離 dは，

d=
aÑ1 + bÒ1 + c
B

a2 + b2

I18 : 円の方程式 点 (p，q)中心，半径 rの円の方程式は，

(Ñ¡ p)2 + (Ò¡ q)2 = r2 特に，原点が中心の場合，Ñ2 + Ò2 = r2

I 19 : 円の接線 円 (Ñ¡ p)2 + (Ò¡ q)2 = r2 上の点 (a，b)におけるこの円の接

線の方程式は，(a¡ p)(Ñ¡ p) + (b¡ q)(Ò¡ q) = r2

特に，円の中心が原点の場合は，aÑ+ bÒ= r2

■ 三角関数 e
I 20 : 弧度法 180Ü= ¼ rad，1Ü= ¼

180
rad，1 rad = # 180¼ ;ÜÌ 57:3Ü

I 21 : 扇形の弧長と面積 半径 r，中心角 µ radの扇形の弧長 lと面積 Sは，

l= rµ，S = 1
2
r2µ= 1

2
lr

I 22 : 三角関数の性質 n は整数とする．

² sin(µ+ 2¼n) = sinµ，cos(µ+ 2¼n) = cosµ，tan(µ+ ¼n) = tanµ

² sin(¡µ) = ¡ sinµ，cos(¡µ) = cosµ，tan(¡µ) = ¡ tanµ

² sin(¼§ µ) = ¨ sinµ，cos(¼§ µ) = ¡ cosµ，tan(¼§ µ) = § tanµ

² sin# ¼
2
§ µ; = cosµ，cos# ¼

2
§ µ; = ¨ sinµ，tan# ¼

2
§ µ; = ¨ 1

tanµ
I 23 : 三角関数の相互関係

tanµ = sinµ
cosµ， sin

2 µ+ cos2 µ = 1， 1 + tan2 µ= 1

cos
2 µ

I24 : 基本周期 a，bは実数，aË 0とする．次の関数の基本周期はそれぞれ，

² sin(aÑ+ b) Ý 2¼
a

² cos(aÑ+ b) Ý 2¼
a

² tan(aÑ+ b) Ý ¼
a

I 25 : 加法定理
² sin(®§ ¯) = sin® cos¯§ cos® sin¯

² cos(®§ ¯) = cos® cos¯¨ sin® sin¯

² tan(®§ ¯) =
tan®§ tan¯
1¨ tan® tan¯

I 26 : 2倍角公式
² sin 2µ= 2sinµ cosµ

² cos 2µ = cos2 µ¡ sin2 µ= 1¡ 2 sin2 µ= 2cos2 µ¡ 1

² tan 2µ = 2tanµ
1¡ tan

2 µ

I 27 : 半角公式
² sin

2 µ
2
=
1¡ cosµ
2

² cos
2 µ
2
=
1+ cosµ
2

² tan
2 µ
2
=
1¡ cosµ
1 + cosµ

I 28 : 3倍角公式
² sin 3µ= 3sinµ¡ 4 sin3 µ ² cos 3µ = 4cos3 µ¡ 3 cosµ

I 29 : 積和公式
² sin® cos¯ = 1

2
fsin(®+¯)+sin(®¡¯)g ² cos® sin¯ = 1

2
fsin(®+¯)¡sin(®¡¯)g

² cos® cos¯ = 1
2
fcos(®+¯)+cos(®¡¯)g ² sin® sin¯ = ¡ 1

2
fcos(®+¯)¡cos(®¡¯)g

I 30 : 和積公式
² sinA+ sinB = 2sin A+B

2
cos

A¡B
2

² sinA¡ sinB= 2cos A+B
2

sin
A¡B
2

² cosA+cosB = 2cos A+B
2

cos
A¡B
2

² cosA¡ cosB= ¡2 sin A+B
2

sin
A¡B
2

I 31 : 合成公式 実数 a，bが，a2 + b2 Ë 0を満たすとき，

cos® = a
B

a2 + b2
， sin® = b

B

a2 + b2

を満たす ®が存在する．このとき，

a sinµ+ b cosµ =
B

a2 + b2 $ a
B

a2 + b2
sinµ+ b

B

a2 + b2
cosµ<

=
B

a2 + b2 (sinµ cos®+ cosµ sin®) =
B

a2 + b2 sin(µ+ ®)

I 32 : 直線の傾き
直線 Ò= mÑ+ n と Ñ軸の正方向とのなす角を µとすると，m= tanµ

■ 指数関数・対数関数 e
I 33 : 指数法則 a，bを正数，Ñ，Òを実数，m，n を自然数とする．

² a0 = 1 ² a¡Ñ = 1
aÑ

² a
1
n =

n
B

a ² a
m
n =

n
B

am

² aÑaÒ = aÑ+Ò ² (aÑ)Ò = aÑÒ ² (ab)Ñ = aÑbÑ

I34 : 指数関数の増減 s，tを実数とする．

² a > 1のとき，s < t () as < at

² 0 < a < 1のとき，s < t () as > at

I 35 : 対数の性質 a，bは 1でない正数，Ñ，Òは正数，kは実数とする．

² Ñ= ak () k= loga Ñ ² loga a= 1，loga 1 = 0

² loga ÑÒ = loga Ñ+ loga Ò ² loga Ñk = k loga Ñ

² loga Ñ=
logb Ñ
logb a

² loga b =
1

logb a
² aloga Ñ = Ñ

I 36 : 対数関数の増減 s，tを正数とする．

² a > 1のとき，s < t () loga s < loga t

² 0 < a < 1のとき，s < t () loga s > loga t

I 37 : 桁数の問題 正数Nに対し，

² Nの整数部分が k桁 () 10k¡1 ·N < 10k () k¡ 1 · log10N < k

² N < 1とする．Nは小数第 kに初めて 0でない数が現れる

()
1
10k
·N < 1

10k¡1
() ¡k · log10N < ¡k+ 1



II B
■ 微分法・積分法 e
I 38 : 微分係数と導関数

²平均変化率
f(b)¡ f(a)
b¡ a

²微分係数 f0(a) = lim
b!a

f(b)¡ f(a)
b¡ a = lim

h!0

f(a+ h)¡ f(a)
h

²導関数 関数 Ò= f(Ñ)に対して，
dÒ
dÑ =

d
dÑf(Ñ) = limh!0

f(Ñ+ h)¡ f(Ñ)
h = f0(Ñ)

I 39 : 微分公式 a，b，cは定数，n は自然数の定数，f，gは Ñの関数とする．

² d
dÑ(af(Ñ) + bg(Ñ)) = a

d
dÑf(Ñ) + b

d
dÑg(Ñ)

² d
dÑc = 0

² d
dÑÑ

n = nÑn¡1 ² d
dÑ(aÑ+ b)

n = an(aÑ+ b)n¡1

I40 : 接線・法線 曲線 Ò= f(Ñ)上の点 (t，f(t))における接線の方程式は，

Ò¡ f(t) = f0(t)(Ñ¡ t)

また，f0(t) Ë 0のとき，法線の方程式は，

Ò¡ f(t) = ¡ 1
f0(t)

(Ñ¡ t)

I41 : 関数の増減 ある区間において，

² f0(Ñ) > 0ならば，f(Ñ)はその区間で単調増加

² f0(Ñ) < 0ならば，f(Ñ)はその区間で単調減少

I42 : 極値 f0(a) = 0とする．

² Ñ= aにおいて，f0(Ñ)が正から負に変わるならば，Ñ= aで極大

² Ñ= aにおいて，f0(Ñ)が負から正に変わるならば，Ñ= aで極小

Z 以下，®，¯，°は実数の定数，Cは積分定数を表す．

I43 : 不定積分 f(Ñ)の原始関数の 1つを F(Ñ)とすると（F0(Ñ) = f(Ñ)），
Û

f(Ñ)dÑ = F(Ñ) + C， F0(Ñ) = d
dÑ

Û

f(Ñ)dÑ = f(Ñ)

I44 : 積分公式 a，bは定数，n は非負整数の定数，f，gは Ñの関数とする．

²
Û

faf(Ñ) + bg(Ñ)gdÑ = a
Û

f(Ñ)dÑ+ b
Û

g(Ñ)dÑ

²
Û

ÑndÑ = 1
n + 1Ñ

n+1 + C

I45 : 定積分 f(Ñ)の原始関数の 1つを F(Ñ)とすると，
Û ¯

®
f(Ñ)dÑ = ƒF(Ñ)ƒ¯

®
= F(¯)¡F(®)

I46 : 定積分の性質 a，bは定数，f，gは Ñの関数とする．

²
Û ¯

®
faf(Ñ) + bg(Ñ)gdÑ = a

Û ¯

®
f(Ñ)dÑ+ b

Û ¯

®
g(Ñ)dÑ

²
Û ¯

®
f(Ñ)dÑ = ¡

Û ®

¯
f(Ñ)dÑ ²

Û ®

®
f(Ñ)dÑ = 0

²
Û ¯

®
f(Ñ)dÑ =

Û °

®
f(Ñ)dÑ+

Û ¯

°
f(Ñ)dÑ

I47 : 微分積分の基本定理
d
dÑ

Û Ñ

®
f(t)dt = f(Ñ)

I48 : 偶関数，奇関数の定積分 n は非負整数の定数とする．

²
Û ®

¡®
Ñ2ndÑ = 2

Û ®

0
Ñ2ndÑ ²

Û ®

¡®
Ñ2n+1dÑ = 0

I49 : 面積 ® < ¯とする．2曲線 Ò = f(Ñ)，Ò = g(Ñ)と 2直線 Ñ= ®，Ñ= ¯

で囲まれた領域の面積 Sは，

S=
Û ¯

®
f(Ñ)¡ g(Ñ) dÑ

I 50 : 面積公式
Û ¯

®
(Ñ¡ ®)(Ñ¡ ¯)dÑ = ¡ 1

6
(¯¡ ®)3

■ 数列 b
I 51 : 等差数列 fangを初項 a，公差 dの等差数列とする．

一般項 an は，an = a+ (n ¡ 1)d

初項から第 n 項までの和 Sn は，

Sn =
1
2
n(a1 + an) =

1
2
nf2a+ (n ¡ 1)dg

I 52 : 等差中項 a，b，cがこの順に等差数列をなすとき，2b = a+ c

I 53 : 等比数列 fangを初項 a，公比 rの等比数列とする．

一般項 an は，an = arn¡1

初項から第 n 項までの和 Sn は，

Sn = a ¢
(1¡ rn)
1¡ r = a ¢

(rn ¡ 1)
r¡ 1 （r Ë 1）， Sn = na （r= 1）

I 54 : 等比中項 a，b，cがこの順に等比数列をなすとき，b2 = ac

I 55 :
P

の性質 fang，fbngを数列，p，qを定数とするとき，

²
n
P

k=1
ak = a1 + a2 +ÝÝ+ an

²
n
P

k=1
(pak + qbk) = p

n
P

k=1
ak + q

n
P

k=1
bk

I 56 :
P

の公式

²
n
P

k=1
1 = n ²

n
P

k=1
k= 1

2
n(n + 1)，

²
n
P

k=1
k2 = 1

6
n(n + 1)(2n + 1) ²

n
P

k=1
k3 = S 1

2
n(n + 1)k2

I 57 : 階差数列
² fbngが fangの階差数列のとき，

bn = an+1 ¡ an， an = a1 +
n¡1
P

k=1
bk （n ¸ 2）

² 数列 fangに対し，Sn = a1 + a2 +ÝÝ+ an とすると，

a1 = S1， an = Sn ¡ Sn¡1 （n ¸ 2）

I 58 : 等差£等比 Sn =
n
P

k=1
krk（rË 1）に対し，Sn ¡ rSn を考えることにより，

Sn =
r(1¡ rn)
(1¡ r)2

¡
nrn+1

1¡ r

I 59 : 部分分数分解 fangを，公差 dË 0の等差数列とする．
n
P

k=1

1
akak+1

=
n
P

k=1

1
ak+1 ¡ ak

# 1ak ¡ 1
ak+1

; = 1d # 1a1 ¡ 1
an+1

;
I 60 : 2項間漸化式 漸化式 an+1 = pan + qに対し，p Ë 1のとき，特性方程式

Ñ = pÑ+ qの解を ®とすると，漸化式は，an+1 ¡ ® = p(an ¡ ®)と変形でき，

fan ¡ ®gが等比数列となる．

I 61 : 数学的帰納法 自然数 n に関する命題 Pが，すべての自然数 n について成

り立つことを証明するには，次の 1，2 を示せばよい :

1 n = 1のとき Pが成り立つ

2 n = k（n · k）のとき Pが成り立つことを仮定すると，n = k+ 1のとき

も Pが成り立つ

■ ベクトル b
I 62 : ベクトルの平行 ¡!

a Ë
¡!
0，
¡!
b Ë

¡!
0 のとき，

¡!
a ==
¡!
b ()

¡!
b = k

¡!
a となる実数 kが存在する

I 63 : 平面上のベクトル 3 点 O，A，B が同一直線上にないとするとき，平面

OAB上の任意の点 Pは，
¡!
OP = Ñ

¡!
OA+ Ò

¡!
OBと一意的に表される．

特に，Pが直線 AB上にあるとき，Ñ+ Ò= 1となる．

I64 : 空間内のベクトル 4点 O，A，B，Cが同一平面上にないとするとき，空間

内の任意の点 Pは，
¡!
OP = Ñ

¡!
OA+ Ò

¡!
OB+ z

¡!
OCと一意的に表される．

特に，Pが平面 ABC上にあるとき，Ñ+ Ò+ z = 1となる．

I 65 : 分点と重心の位置ベクトル 3点A(
¡!
a )，B(

¡!
b )，C(

¡!
c )に対して，線分AB

をm : n に内分する点を P(
¡!
p )，外分する点を Q(

¡!
q )，4ABCの重心を G(

¡!
g )

とすると，

¡!
p = n

¡!
a +m

¡!
b

m+ n ，
¡!
q = ¡n

¡!
a +m

¡!
b

m¡ n ，
¡!
g =

¡!
a +

¡!
b +

¡!
c

3

I 66 : 内積 ¡!
a Ë

¡!
0，
¡!
b Ë

¡!
0 とする．

¡!
a と

¡!
b のなす角を µ（0Ü· µ · 180Ü）と

するとき，
¡!
a ¢
¡!
b =

¡!
a
¡!
b cosµ

I 67 : 内積の性質 kを定数とする．

²
¡!
a ¢
¡!
a =

¡!
a

2
²
¡!
a ¢
¡!
b =

¡!
b ¢
¡!
a ²

¡!
a ¢ (
¡!
b +

¡!
c ) =

¡!
a ¢
¡!
b +

¡!
a ¢
¡!
c

² (k
¡!
a ) ¢
¡!
b =

¡!
a ¢ (k

¡!
b ) = k(

¡!
a ¢
¡!
b ) ²

¡!
a ¢
¡!
b ·

¡!
a
¡!
b

I 68 : 三角形の面積 4OABの面積 Sは，

S= 1
2

D

¡!
OA

2 ¡!
OB

2

¡ !¡!OA ¢ ¡!OB92
I 69 : 平面ベクトルの成分 平面上に 2点 A(a1，a2)，B(b1，b2)をとり，
¡!
a =

¡!
OA，

¡!
b =

¡!
OBとする．

²
¡!
AB =

¡!
OB¡

¡!
OA =

¡!
b ¡

¡!
a = (b1 ¡ a1，b2 ¡ a2)

²
¡!
a =

B

a12 + a22 ²
¡!
AB =

B

(b1 ¡ a1)2 + (b2 ¡ a2)2

²
¡!
a ¢
¡!
b = a1b1 + a2b2 =

B

a12 + a22
B

b12 + b22 cosÎAOB
¡!
a Ë

¡!
0，
¡!
b Ë

¡!
0 のとき，

²
¡!
a ==
¡!
b () a1b2¡ a2b1 = 0 ²

¡!
a ?
¡!
b ()

¡!
a ¢
¡!
b = a1b1+ a2b2 = 0

²
¡!
c = (§a2，̈ a1)とすると，

¡!
a ?
¡!
c

I 70 : 空間ベクトルの成分 空間内に 2点 A(a1，a2，a3)，B(b1，b2，b3)をとり，
¡!
a =

¡!
OA，

¡!
b =

¡!
OBとする．

²
¡!
AB =

¡!
OB¡

¡!
OA =

¡!
b ¡

¡!
a = (b1 ¡ a1，b2 ¡ a2，b3 ¡ a3)

²
¡!
a =

B

a12 + a22 + a32

²
¡!
AB =

B

(b1 ¡ a1)2 + (b2 ¡ a2)2 + (b3 ¡ a3)2

²
¡!
a ¢
¡!
b = a1b1 + a2b2 + a3b3

=
B

a12 + a22 + a32
B

b12 + b22 + b32 cosÎAOB
¡!
a Ë

¡!
0，
¡!
b Ë

¡!
0 のとき，

²
¡!
a ==
¡!
b () a1b2 ¡ a2b1 = 0，a2b3 ¡ a3b2 = 0，a3b1 ¡ a1b3 = 0

²
¡!
a ?
¡!
b ()

¡!
a ¢
¡!
b = a1b1 + a2b2 + a3b3 = 0

I 71 : 直線のベクトル方程式 点A(
¡!
a )を通り，

¡!
d Ë

¡!
0 を方向ベクトルとする直

線のベクトル方程式は，
¡!
p =

¡!
a + t

¡!
d


