
4章：微分法 1：導関数

1.2 微分係数

132 f(x)が x = aで微分可能な関数であるとき，式

lim
h→0

f(a+ 3h)− f(a+ h)

h

を f ′(a)を用いて表すと， である。 （東北学院大）

133 次の極限値を計算せよ。

lim
x→a

a2 sin2 x− x2 sin2 a
x− a

= （立教大）

134 lim
n→∞

n(3
1
n − 1) = （小樽商科大）

132 微分係数の定義式が現れるように式変形します。

133 f(x) = sin2 xとして

a2 sin2 x− x2 sin2 a
x− a

=
a2{f(x)− f(a)}+ a2f(a)− x2f(a)

x− a

= a2 · f(x)− f(a)

x− a
− (a+ x)f(a)

−→ a2f ′(a)− 2af(a) (x → a)

と変形してもよいですが，g(x) = a2 sin2 x− x2 sin2 aとすると，g(a) = 0より

与式 = lim
x→a

g(x)− g(a)

x− a
= g′(a)

が得られます。

134 (ax)′ = ax log a（a > 0, a \= 1）を利用します。
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132 lim
h→0

f(a+ 3h)− f(a+ h)

h

= lim
h→0

f(a+ 3h)−f(a) + f(a)−f(a+ h)

h

= lim
h→0

{
f(a+ 3h)− f(a)

3h
· 3− f(a+ h)− f(a)

h

}

ここで
lim
h→0

f(a+ 3h)− f(a)

3h
= lim

3h→0

f(a+ 3h)− f(a)

3h
= f ′(a)

lim
h→0

f(a+ h)− f(a)

h
= f ′(a)

なので

lim
h→0

f(a+ 3h)− f(a+ h)

h
== 3f ′(a)− f ′(a) = 2f ′(a)

133 g(x) = a2 sin2 x− x2 sin2 aとおくと，g(a) = 0なので

lim
x→a

g(x)

x− a
= lim

x→a

g(x) − g(a)

x − a
= g′(a)

ここで

g′(x) = a2(sin2 x)′ − (x2)′ sin2 a = a2 · 2 sinx cosx− 2x sin2 a

であるから

lim
x→a

g(x)

x− a
= g′(a) = 2a2 sin a cos a − 2a sin2 a

134 1
n

= mとおくと，n → ∞のとき，m → 0であり

lim
n→∞

n(3
1
n − 1) = lim

n→∞
3

1
n − 1
1
n

= lim
m→0

3m − 30

m

これは，f(x) = 3x の x = 0における微分係数 f ′(0)である。f ′(x) = 3x log 3より

lim
n→∞

n(3
1
n − 1) = f ′(0) = log 3
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