
新基礎数学改訂版 

7 章 場合の数と数列  

 

 

§2 数列（p.231～p.232） 

練習問題 2-A 

1. 

（１）与えられた等差数列の一般項を𝑎𝑛とすると 

𝑎𝑛 = 50 + (𝑛 − 1) ∙ (−3) 

= −3𝑛 + 53 

𝑎𝑛 < 0とすると 

−3𝑛 + 53 < 0 

−3𝑛 < −53 

𝑛 >
53

3
= 17.666 … 

よって, はじめて負になるのは, 第 18 項である. 

 

（２）与えられた等差数列の初項から第𝑛項までの和を 

𝑆𝑛とすると 

𝑆𝑛 =
𝑛{2 ∙ 50 + (𝑛 − 1) ∙ (−3)}

2
 

=
𝑛(−3𝑛 + 103)

2
 

よって, 第 10 項までの和は 

𝑆10 =
10(−3 ∙ 10 + 103)

2
 

= 5 ∙ 73 

= 𝟑𝟔𝟓 

 

（３）𝑆𝑛 < 0とすると 

𝑛(−3𝑛 + 103)

2
< 0 

−𝑛(3𝑛 − 103) < 0 

𝑛(3𝑛 − 103) > 0 

𝑛 < 0,   𝑛 >
103

3
= 34.333 … 

𝑛 > 0であるから, はじめて負になるのは, 

第 35 項である. 

 

2. 

（１）与えられた等比数列の一般項を𝑎𝑛とすると 

𝑎𝑛 = 3 ∙ 2𝑛−1 

𝑎𝑛 > 3000とすると 

3 ∙ 2𝑛−1 > 3000 

2𝑛−1 > 1000 

ここで, 29 = 512, 210 = 1024であるから, 

はじめて3000より大きくなるのは, 𝑛 − 1 = 10 

より, 𝑛 = 11, すなわち第 11 項である. 

（２）与えられた等比数列の初項から第𝑛項までの 

和を𝑆𝑛とすると 

𝑆𝑛 =
3(2𝑛 − 1)

2 − 1
 

= 3(2𝑛 − 1) 

よって, 第 7 項までの和は 

𝑆7 = 3(27 − 1) 

= 3 ∙ 127 

= 𝟑𝟖𝟏 

（３）𝑆𝑛 > 30000とすると 

3(2𝑛 − 1) > 30000 

2𝑛 − 1 > 10000 

2𝑛 > 10001 

ここで, 213 = 8192, 214 = 16384であるから, 

はじめて30000より大きくなるのは, 第 14 項である. 

 

3. 

（１）初項 1,   公比 −
1

2
で,   −

1

29
は第 10 項であるから, 

求める和は, 

1 {1 − (−
1
2

)
10

}

1 − (−
1
2

)
=

1 −
1

1024
3
2

 

=
1023

1024
×

2

3
 

=
𝟑𝟒𝟏

𝟓𝟏𝟐
 

（２）初項√3,   公比 −
1

√3
であるから,   求める和は, 

√3 {1 − (−
1

√3
)

10

}

1 − (−
1

√3
)

=
√3 (1 −

1
35)

1 +
1

√3

 

=
3(35 − 1)

35(√3 + 1)
 

=
242(√3 − 1)

81(√3 + 1)(√3 − 1)
 



=
242(√3 − 1)

81 ∙ 2
 

=
𝟏𝟐𝟏(√𝟑 − 𝟏)

𝟖𝟏
 

 

4. 

（１）与式 = ∑(3𝑘2 − 𝑘)

𝑛

𝑘=1

 

= 3 ∑ 𝑘2

𝑛

𝑘=1

− ∑ 𝑘

𝑛

𝑘=1

 

=
3

6
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1) −

1

2
𝑛(𝑛 + 1) 

=
1

2
𝑛(𝑛 + 1){(2𝑛 + 1) − 1} 

= 𝒏𝟐(𝒏 + 𝟏) 

（２）与式 = ∑(𝑘2 + 3𝑘)

𝑛−1

𝑘=1

 

= ∑ 𝑘2

𝑛−1

𝑘=1

+ 3 ∑ 𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

=
1

6
(𝑛 − 1)𝑛{2(𝑛 − 1) + 1} +

3

2
(𝑛 − 1)𝑛 

=
1

6
𝑛(𝑛 − 1){2𝑛 − 2 + 1 + 9} 

=
1

6
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 8) 

=
𝟏

𝟑
𝒏(𝒏 − 𝟏)(𝒏 + 𝟒) 

 

5. 

（１）𝑎2 = 4𝑎1 + 3 = 3 ∙ 4 + 3 

𝑎3 = 4𝑎2 + 3 

= 4(3 ∙ 4 + 3) + 3 

= 3 ∙ 42 + 3 ∙ 4 + 3 

𝑎4 = 4𝑎3 + 3 

= 4(3 ∙ 42 + 3 ∙ 4 + 3) + 3 

= 3 ∙ 43 + 3 ∙ 42 + 3 ∙ 4 + 3 

よって, 

𝑎𝑛 = 3 ∙ 4𝑛−1 + 3 ∙ 4𝑛−2 + ⋯ + 3 ∙ 4 + 3 

= 3 + 3 ∙ 4 + ⋯ + 3 ∙ 4𝑛−2 + 3 ∙ 4𝑛−1 

=
3(4𝑛 − 1)

4 − 1
 

= 𝟒𝒏 − 𝟏 

 

（２）𝑏2 = 𝑏1 + 2 ∙ 2 = 4 + 2 ∙ 2 

𝑏3 = 𝑏2 + 2 ∙ 3 

= 4 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 

𝑏4 = 𝑏3 + 2 ∙ 4 

= 4 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 2 ∙ 4 

よって, 

𝑏𝑛 = 4 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + ⋯ + 2𝑛 

ここで, 

2 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + ⋯ + 2(𝑛 − 1) = ∑ 2𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

と表すことができるので 

𝑏𝑛 = 4 + 2 ∑ 𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

= 4 +
2

2
(𝑛 − 1)𝑛 

= 𝒏𝟐 − 𝒏 + 𝟒 

 

6. 

𝑎𝑛 =
𝑛(𝑛 + 1)

2
∙ 3𝑛−1・・・①とする. 

[1] 𝑛 = 1のとき 

𝑎1 =
1(1 + 1)

2
∙ 31−1 

=
2

2
∙ 1 = 1 

よって, 𝑛 = 1のとき, ①は成り立つ. 

[2] 𝑛 = 𝑘のとき, ①が成り立つと仮定する. 

𝑎𝑘 =
𝑘(𝑘 + 1)

2
∙ 3𝑘−1 

𝑛 = 𝑘 + 1のとき, 漸化式より 

𝑎𝑘+1 = 3𝑎𝑘 + (𝑘 + 1)3𝑘 

= 3 ∙
𝑘(𝑘 + 1)

2
∙ 3𝑘−1 + (𝑘 + 1)3𝑘 

=
𝑘(𝑘 + 1)

2
∙ 3𝑘 + (𝑘 + 1)3𝑘 

= (𝑘 + 1)3𝑘 (
𝑘

2
+ 1) 

= (𝑘 + 1)3𝑘 ∙
𝑘 + 2

2
 

=
(𝑘 + 1){(𝑘 + 1) + 1}

2
∙ 3𝑘 

よって, 𝑛 = 𝑘 + 1のときも①が成り立つ. 

[1], [2]から, すべての自然数𝑛について①が成り立つ. 



練習問題 2-B 

1. 

（１）𝑏𝑛 = 𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛より, 𝑏𝑘 = 𝑎𝑘−1 − 𝑎𝑘であるから, 

これを与式の右辺に代入すると 

右辺 = 𝑎1 + ∑(𝑎𝑘−1 − 𝑎𝑘)

𝑛−1

𝑘=1

 

= 𝑎1 + {(𝑎2 − 𝑎1) + (𝑎3 − 𝑎2) + ⋯                 

+ (𝑎𝑛−1 − 𝑎𝑛−2) + (𝑎𝑛 − 𝑎𝑛−1)} 

= 𝑎1 + (−𝑎1 + 𝑎𝑛) 

= 𝑎𝑛 = 右辺 

よって,   𝑎𝑛 = ∑ 𝑏𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

（２）𝑏1 = 2 − 1 = 1 

𝑏2 = 5 − 2 = 3 

𝑏3 = 10 − 5 = 5 

𝑏4 = 17 − 10 = 7 

であるから, {𝑏𝑛}は 

1, 3, 5, 7, ⋯ 

となる. よって, その一般項は 

𝑏𝑛 = 2𝑛 − 1 

したがって, 𝑛 ≧ 2のとき 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + ∑ 𝑏𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

= 1 + ∑(2𝑘 − 1)

𝑛−1

𝑘=1

 

= 1 + 2 ∑ 𝑘

𝑛−1

𝑘=1

− ∑ 1

𝑛−1

𝑘=1

 

= 1 +
2

2
(𝑛 − 1)𝑛 − (𝑛 − 1) 

= 1 + 𝑛2 − 𝑛 − 𝑛 + 1 

= 𝒏𝟐 − 𝟐𝒏 + 𝟐 

𝑛 = 1のとき, 𝑎1 = 12 = 1であるから, 

𝑛 = 1のときも, この式は成り立つ. 

よって, 𝑎𝑛 = 𝑛2 

 

2. 

𝑆𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛 

𝑆𝑛−1 = 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 

であるから, 𝑛 ≧ 2のとき 

𝑎𝑛 = 𝑆𝑛 − 𝑆𝑛−1 

= 𝑛2 − 2𝑛 − {(𝑛 − 1)2 − 2(𝑛 − 1)} 

= 𝑛2 − 2𝑛 − (𝑛2 − 2𝑛 + 1 − 2𝑛 + 2) 

= 2𝑛 − 3・・・① 

また, 𝑎1 = 𝑆1 = 12 − 2 ∙ 1 = −1 

一方①において, 𝑛 = 1とすると 

𝑎1 = 2 ∙ 1 − 3 = −1 

よって, ①は, 𝑛 = 1のときも成り立つ. 

したがって, 𝑎𝑛 = 𝟐𝒏 − 𝟑 

（初項−1, 公比2の等差数列） 

 

3. 

（１）𝑎2 = 𝟏, 𝑎3 = 𝟑, 𝑎4 = 𝟔 

 

（２）𝑘本の直線による交点が𝑎𝑛個あるとき, 

𝑘 + 1本目の直線は他の𝑘本の直線と交わり,  

交点の数は𝑘個増加するので 

𝒂𝒌+𝟏 = 𝒂𝒌 + 𝒌 

 

（３）𝑎1 = 1 

𝑎2 = 1 + 2 

𝑎3 = (1 + 2) + 3 

𝑎4 = (1 + 2 + 3) + 4 

𝑎5 = (1 + 2 + 3 + 4) + 5 

𝑎𝑛 = {1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 2)} + (𝑛 − 1) 

= 1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 2) + (𝑛 − 1) 

=
1

2
(𝑛 − 1)𝑛 

=
𝒏(𝒏 − 𝟏)

𝟐
 

 

4. 

「6𝑛 − 1は5で割り切れる」という命題を①とおく. 

 

[1] 𝑛 = 1のとき 

61 − 1 = 5となり, 5で割り切れる. 

よって, 𝑛 = 1のとき, ①は成り立つ. 

 

[2] 𝑛 = 𝑘のとき, ①が成り立つと仮定する. 

6𝑘 − 1が5で割り切れるので, 整数𝑚を用いて 

6𝑘 − 1が5𝑚 

と表すことができるから 

6𝑘 = 5𝑚 + 1 

𝑛 = 𝑘 + 1のとき 

6𝑘 − 1 = 6𝑘 ∙ 6 − 1 



= (5𝑚 + 1) ∙ 6 − 1 

= 30𝑚 + 6 − 1 

= 30𝑚 + 5 

= 5(6𝑚 + 1) 

よって, 6𝑘+1 − 1も5で割り切れるから, 

𝑛 = 𝑘 + 1のときも①が成り立つ. 

 

[1], [2] から, すべての自然数𝑛について①が 

成り立つ. 

 

5. 

整数𝑝𝑙𝑞𝑚𝑟𝑛の約数は 

𝑝𝑎𝑞𝑏𝑟𝑐 

ただし 

𝑎 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝑙 

𝑏 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝑚 

𝑐 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝑛 

で表すことができるので, その総和は, 次の式を 

展開することで求められる. 

(𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑙) 

× (𝑞0 + 𝑞1 + 𝑞2 + ⋯ + 𝑞𝑚) 

× (𝑟0 + 𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟𝑛) 

ここで 

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑙 = 1 + 𝑝 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑙  

は, 初項1, 公比𝑝の等比数列の初項から第(𝑙 + 1)項 

までの和であり, 𝑝 ≠ 1であるから 

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑙 =
𝑝𝑙+1 − 1

𝑝 − 1
 

同様に 

𝑞0 + 𝑞1 + 𝑞2 + ⋯ + 𝑞𝑚 =
𝑞𝑚+1 − 1

𝑞 − 1
 

𝑟0 + 𝑟1 + 𝑟2 + ⋯ + 𝑟𝑛 =
𝑟𝑛+1 − 1

𝑟 − 1
 

したがって, 約数の総和は 

𝑝𝑙+1 − 1

𝑝 − 1
∙

𝑞𝑚+1 − 1

𝑞 − 1
∙

𝑟𝑛+1 − 1

𝑟 − 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 


