
新微分積分Ⅱ改訂版 

１章 関数の展開 

 

 

§1 関数の展開（p.2～p.25） 

問１ 

（１）𝑓′(𝑥) = cos 𝑥 

これより, 𝑥 = 0における 1 次近似式は 

𝑓(0) + 𝑓′(0)(𝑥 − 0) = sin 0 + cos 0 ∙ 𝑥 

= 0 + 1 ∙ 𝑥 = 𝑥 

よって, sin 𝑥 ≒ 𝒙 

（２）𝑔(𝑥) = 𝑥
3
2 

𝑔′(𝑥) =
3

2
𝑥

1
2 =

3

2
√𝑥 

これより, 𝑥 = 1における 1 次近似式は 

𝑔(1) + 𝑔′(𝑥)(𝑥 − 1) = 1√1 +
3

2
√1 ∙ (𝑥 − 1) 

= 1 +
3

2
𝑥 −

3

2
 

= −
1

2
+

3

2
𝑥 

よって,   𝑥√𝑥 ≒ −
𝟏

𝟐
+

𝟑

𝟐
𝒙 

 

問２ 与えられた関数を𝑓(𝑥)とおく. 

（１）𝑓′(𝑥) = 𝑒𝑥 

𝑓′′(𝑥) = 𝑒𝑥 

よって, 𝑥 = 0における 2 次近似式は 

𝑓(0) + 𝑓′(0)(𝑥 − 0) +
1

2
𝑓′′(0)(𝑥 − 0)2 

= 𝑒0 + 𝑒0 ∙ 𝑥 +
1

2
𝑒0 ∙ 𝑥2 

= 1 + 𝑥 +
𝑥2

2
 

したがって 

𝒆𝒙 = 𝟏 + 𝒙 +
𝒙𝟐

𝟐
+ 𝜺𝟐 ただし,   𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟎

𝜺𝟐

𝒙𝟐
= 𝟎 

 

（２）𝑓′(𝑥) = − sin 𝑥 

𝑓′′(𝑥) = − cos 𝑥 

よって, 𝑥 = 0における 2 次近似式は 

𝑓(0) + 𝑓′(0)(𝑥 − 0) +
1

2
𝑓′′(0)(𝑥 − 0)2 

= cos 0 + (− sin 0) ∙ 𝑥 +
1

2
(− cos 0) ∙ 𝑥2 

= 1 −
1

2
𝑥2 

したがって 

𝐜𝐨𝐬 𝒙 = 𝟏 −
𝟏

𝟐
𝒙𝟐 + 𝜺𝟐 ただし,   𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟎

𝜺𝟐

𝒙𝟐
= 𝟎 

 

（３）𝑓′(𝑥) = (1 − 𝑥)−2 =
1

(1 − 𝑥)2
 

𝑓′′(𝑥) = 2(1 − 𝑥)−3 =
1

(1 − 𝑥)3
 

よって, 𝑥 = 0における 2 次近似式は 

𝑓(0) + 𝑓′(0)(𝑥 − 0) +
1

2
𝑓′′(0)(𝑥 − 0)2 

=
1

1 − 0
+

1

(1 − 0)2
∙ 𝑥 +

1

2
∙

2

(1 − 0)3
∙ 𝑥2 

= 1 + 𝑥 + 𝑥2 

したがって 

𝟏

𝟏 − 𝒙
= 𝟏 + 𝒙 + 𝒙𝟐 + 𝜺𝟐 ただし,   𝐥𝐢𝐦

𝒙→𝟎

𝜺𝟐

𝒙𝟐
= 𝟎 

 

問３  

𝑓(𝑥) = √𝑥
3

= 𝑥
1

3とおく. 

𝑓′(𝑥) =
1

3
𝑥−

2
3 =

1

3 √𝑥23  

𝑓′′(𝑥) =
1

3
∙ (−

2

3
) 𝑥−

5
3 = −

2

9𝑥 √𝑥23  

よって, 𝑥 = 1における 2 次近似式は 

𝑓(1) + 𝑓′(1)(𝑥 − 1) +
1

2
𝑓′′(1)(𝑥 − 1)2 

= √1
3

+
1

3 √123
(𝑥 − 1) +

1

2
∙ (−

2

9 ∙ 1√123 ) ∙ (𝑥 − 1)2 

= 1 +
1

3
(𝑥 − 1) −

1

9
(𝑥 − 1)2 

これを利用して 

√1.1
3

≒ 1 +
1

3
(1.1 − 1) −

1

9
(1.1 − 1)2 



= 1 +
1

3
∙ 0.1 −

1

9
∙ 0.01 

=
9 + 0.3 − 0.01

9
 

=
9.29

9
 

= 1.0322 … 

よって, 𝟏. 𝟎𝟑𝟐 

 

問４ 

例題１より, 𝑒𝑥の 4 次近似式は 

1 + 𝑥 +
1

2!
𝑥2 +

1

3!
𝑥3 +

1

4!
𝑥4 

これを利用して 

𝑒0.2 ≒ 1 + 0.2 +
1

2!
(0.2)2 +

1

3!
(0.2)3 +

1

4!
(0.2)4 

= 1.2 +
0.04

2
+

0.008

6
+

0.0016

24
 

=
1.2 ∙ 24 + 0.04 ∙ 12 + 0.008 ∙ 4 + 0.0016

24
 

=
28.8 + 0.48 + 0.032 + 0.0016

24
 

=
29.3136

24
 

= 1.2214 

よって, 𝑒0.2 ≒ 1.2214 

𝑒 = (𝑒0.2)5 

≒ 1.22145 = 2.71825 … 

よって, 𝟐. 𝟕𝟏𝟖 

 

問５ 

（１）𝑓(𝑥) = sin 𝑥とおく. 

𝑓′(𝑥) = cos 𝑥, 𝑓′′(𝑥) = − sin 𝑥, 𝑓′′′(𝑥) = − cos 𝑥, 

𝑓(4)(𝑥) = sin 𝑥, 𝑓(5)(𝑥) = cos 𝑥, 𝑓(6)(𝑥) = − sin 𝑥, 

𝑓(7)(𝑥) = − cos 𝑥 

ここで, 𝑓(0) = 𝑓′′(0) = 𝑓(4)(0) = 𝑓(6)(0) = 0 

𝑓′(0) = 𝑓(5)(0) = 1 

𝑓′′′(0) = 𝑓(7)(𝑥) = −1 

したがって, 𝑓(𝑥)の𝑥 = 0における 7 次近似式は 

𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′′(0)

3!
𝑥3 +

𝑓(5)(0)

5!
𝑥5 +

𝑓(7)(𝑥)

7!
𝑥7 

= 1 ∙ 𝑥 +
−1

3!
𝑥3 +

1

5!
𝑥5 +

−1

7!
𝑥7 

= 𝑥 −
1

3!
𝑥3 +

1

5!
𝑥5 −

1

7!
𝑥7 

よって,   sin 𝑥 = 𝑥 −
1

3!
𝑥3 +

1

5!
𝑥5 −

1

7!
𝑥7 + 𝑜(𝑥7) 

（２）𝑓(𝑥) = cos 𝑥とおく. 

𝑓′(𝑥) = − sin 𝑥, 𝑓′′(𝑥) = − cos 𝑥, 𝑓′′′(𝑥) = sin 𝑥, 

𝑓(4)(𝑥) = cos 𝑥, 𝑓(5)(𝑥) = − sin 𝑥, 𝑓(6)(𝑥) = − cos 𝑥 

ここで, 𝑓′(0) = 𝑓′′′(0) = 𝑓(5)(0) = 0 

𝑓(0) = 𝑓(4)(0) = 1 

𝑓′′′(0) = 𝑓(6)(𝑥) = −1 

したがって, 𝑓(𝑥)の𝑥 = 0における 6 次近似式は 

𝑓(0) +
𝑓′′(0)

2!
𝑥2 +

𝑓(4)(0)

4!
𝑥4 +

𝑓(6)(𝑥)

6!
𝑥6 

= 1 +
−1

2!
𝑥2 +

1

4!
𝑥4 +

−1

6!
𝑥6 

= 1 −
1

2!
𝑥2 +

1

4!
𝑥4 −

1

6!
𝑥6 

よって,   cos 𝑥 = 1 −
1

2!
𝑥2 +

1

4!
𝑥4 −

1

6!
𝑥6 + 𝑜(𝑥6) 

 

問６ 

𝑓(𝑥) = log(1 + 𝑥)とおく. 

𝑓(0) = log 1 = 0 

𝑓′(𝑥) =
1

1 + 𝑥
より,   𝑓′(0) = 1 

𝑓′′(𝑥) = −
1

(1 + 𝑥)2
より,   𝑓′(0) = −1 

𝑓′′′(𝑥) =
2

(1 + 𝑥)3
より,   𝑓′′′(0) = 2! 

𝑓(4)(𝑥) = −
3 ∙ 2

(1 + 𝑥)4
より,   𝑓(4)(0) = −3! 

𝑓(𝑛)(𝑥) = (−1)𝑛−1 ∙
(𝑛 − 1)!

(1 + 𝑥)𝑛
より,   ※証明略 

𝑓(𝑛)(0) = (−1)𝑛−1(𝑛 − 1)! 

したがって, 𝑓(𝑥)の𝑥 = 0における𝑛次近似式は 

𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′(0)

2!
𝑥2 +

𝑓′′′(0)

3!
𝑥3 + ⋯ +

𝑓(𝑛)(0)

𝑛!
𝑥𝑛 

= 0 + 1 ∙ 𝑥 + (−1) ∙
1

2!
𝑥2 + 2! ∙

1

3!
𝑥3 + ⋯ 

⋯ + (−1)𝑛−1(𝑛 − 1)! ∙
1

𝑛!
𝑥𝑛 

= 𝑥 −
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥3 − ⋯ + (−1)𝑛−1

1

𝑛
𝑥𝑛 



よって 

log(1 + 𝑥) = 𝑥 −
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥3 − ⋯ + (−1)𝑛−1

1

𝑛
𝑥𝑛 + 𝑜(𝑥𝑛) 

 

問７ 

（１）𝑓′(𝑥) = 𝑒𝑥 − cos 𝑥 

これより 

𝑓′(0) = 𝑒0 − cos 0 

= 1 − 1 = 0 

（２）𝑓′′(𝑥) = 𝑒𝑥 + sin 𝑥 

これより 

𝑓′′(0) = 𝑒0 + sin 0 

= 1 + 0 = 1 > 0 

よって, 𝑓(𝑥)は, 𝒙 = 𝟎で極小値をとる. 

 

問８ 

（１）𝑓′(𝑥) = 1 − 2 sin 𝑥 

これより 

1 − 2 sin 𝑥 = 0 

これを解いて 

sin 𝑥 =
1

2
 

0 ≦ 𝑥 ≦ 𝜋より,   𝒙 =
𝝅

𝟔
 ,   

𝟓

𝟔
𝝅 

（２）𝑓′′(𝑥) = −2 cos 𝑥であるから 

𝑥 =
𝜋

6
のとき 

𝑓′′ (
𝜋

6
) = −2 cos

𝜋

6
 

= −2 ∙
√3

2
= −√3 < 0 

このとき 

𝑓 (
𝜋

6
) =

𝜋

6
+ 2 cos

𝜋

6
 

=
𝜋

6
+ 2 ∙

√3

2
=

𝜋

6
+ √3 

よって,   𝑓(𝑥)は,   𝒙 =
𝝅

𝟔
のとき,   極大値

𝝅

𝟔
+ √𝟑をとる. 

 

𝑥 =
5

6
𝜋のとき 

𝑓′′ (
5

6
𝜋) = −2 cos

5

6
𝜋 

= −2 ∙ (−
√3

2
) = √3 > 0 

このとき 

𝑓 (
5

6
𝜋) =

5

6
𝜋 + 2 cos

5

6
𝜋 

=
5

6
𝜋 + 2 ∙ (−

√3

2
) =

5

6
𝜋 − √3 

よって,   𝑓(𝑥)は,   𝒙 =
𝟓

𝟔
𝝅のとき,   極小値

𝟓

𝟔
𝝅 − √𝟑をとる. 

 

問９ 

（１）与式 = lim
𝑛→∞

(2𝑛 − 1) ∙
1
𝑛

(3𝑛 + 2) ∙
1
𝑛

 

= lim
𝑛→∞

2 −
1
𝑛

3 +
2
𝑛

 

=
2 − 0

3 + 0
=

𝟐

𝟑
 

（２）与式 = lim
𝑛→∞

(𝑛 − 1) ∙
1

𝑛2

(𝑛2 + 𝑛 + 1) ∙
1

𝑛2

 

= lim
𝑛→∞

1
𝑛

−
1

𝑛2

1 +
1
𝑛

+
1

𝑛2

 

=
0 − 0

1 + 0 + 0
= 𝟎 

（３）与式 = lim
𝑛→∞

(√𝑛 + 1 − √𝑛 − 1)(√𝑛 + 1 + √𝑛 − 1)

√𝑛 + 1 + √𝑛 − 1
 

= lim
𝑛→∞

(𝑛 + 1) − (𝑛 − 1)

√𝑛 + 1 + √𝑛 − 1
 

= lim
𝑛→∞

2

√𝑛 + 1 + √𝑛 − 1
= 𝟎 

（分母→∞, 分子→2） 

または 

= lim
𝑛→∞

2 ∙
1

√𝑛

(√𝑛 + 1 + √𝑛 − 1) ∙
1

√𝑛

 

= lim
𝑛→∞

2

√𝑛

√1 +
1
𝑛

+ √1 −
1
𝑛

 

=
0

√1 + 0 + √1 − 0
= 𝟎 



（４）与式 = lim
𝑛→∞

(√𝑛2 + 4𝑛 − 𝑛)(√𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛)

√𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛
 

= lim
𝑛→∞

(𝑛2 + 4𝑛) − 𝑛2

√𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛
 

= lim
𝑛→∞

4𝑛

√𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛
 

= lim
𝑛→∞

4𝑛 ∙
1
𝑛

(√𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛) ∙
1
𝑛

 

= lim
𝑛→∞

4

√(𝑛2 + 4𝑛) ∙
1

𝑛2 + 𝑛 ∙
1
𝑛

 

= lim
𝑛→∞

4

√1 +
4
𝑛

+ 1

 

=
4

√1 + 0 + 1
= 𝟐 

 

問 10 それぞれの等比数列の公比を𝑟とする. 

（１）𝑟 = tan
𝜋

6
=

1

√3
= 0.577 … 

−1 < 𝑟 < 1より, この等比数列は, 0 に収束する. 

（２） {
3𝑛

2𝑛
} = {(

3

2
)

𝑛

}であるから,   𝑟 =
3

2
> 1 

よって, この等比数列は, ∞に発散する. 

（３）𝑟 =
1

1 − √3
 

=
1 + √3

(1 − √3)(1 + √3)
 

=
1 + √3

1 − 3
 

= −
1 + √3

2
< −1 

よって, この等比数列は, 発散する.（振動する） 

 

問 11 

第𝑛部分和を𝑆𝑛とすると 

𝑆𝑛 = ∑ (
1

√𝑘
−

1

√𝑘 + 1
)

𝑛

𝑘=1

 

= (
1

√1
−

1

√2
) + (

1

√2
−

1

√3
) + ⋯ 

⋯ + (
1

√𝑛 − 1
−

1

√𝑛
) + (

1

√𝑛
−

1

√𝑛 + 1
) 

= 1 −
1

√𝑛 + 1
 

よって,   lim
𝑛→∞

(1 −
1

√𝑛 + 1
) = 1 

したがって, この級数は収束し, その和は𝟏 

 

問 12 

与えられた級数において,   𝑎𝑛 =
𝑛

2𝑛 − 1
であるから 

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = lim
𝑛→∞

𝑛

2𝑛 − 1
 

= lim
𝑛→∞

1

2 −
1
𝑛

 

=
1

2 − 0
=

1

2
≠ 0 

よって, この級数は発散する. 

 

問 13 それぞれの等比級数の公比を𝑟とする. 

（１）𝑟 =
1

4
より,   |𝑟| < 1 であるから,   この等比級数は 

収束し, その和は 

1

1 −
1
4

=
1

3
4

=
𝟒

𝟑
 

（２）𝑟 = −
1

4
より,   |𝑟| < 1 であるから,   この等比級数は 

収束し, その和は 

1

1 − (−
1
4

)
=

1

5
4

=
𝟒

𝟓
 

（３）𝑟 = tan
𝜋

3
= √3 > 1 であるから,   この等比級数は 

発散する. 

（４）𝑟 = 0.1 より,   |𝑟| < 1 であるから,   この等比級数は 

収束し, その和は 

3

1 − 0.1
=

3

0.9
=

30

9
=

𝟏𝟎

𝟑
 

 

問 14 

点 P の座標は 

1 −
1

3
+

1

9
−

1

27
+ ⋯ = 1 −

1

3
+

1

32
−

1

33
+ ⋯ 

より,   初項 1,   公比 −
1

3
の等比級数になるから 



点 P が近づく点は 

1 −
1

3
+

1

32
−

1

33
+ ⋯ =

1

1 − (−
1
3

)
 

=
1

4
3

=
𝟑

𝟒
 

 

問 15 

与えられたべき級数は,   公比
1

3
𝑥の等比級数だから, 

|
1

3
𝑥| < 1 のとき,   すなわち,   |𝒙| < 𝟑のときに限り 

収束し, その和は 

1 +
1

3
𝑥 +

1

9
𝑥2 +

1

27
𝑥3 + ⋯ =

1

1 −
1
3

𝑥
 

=
𝟑

𝟑 − 𝒙
 

 

問 16 

𝑓(0) =
1

2
 

𝑓′(𝑥) = (2 − 𝑥)−2より,   𝑓′(0) = 2−2 =
1

22
 

𝑓′′(𝑥) = 2! (2 − 𝑥)−3より,   𝑓′′(0) = 2! ∙ 2−3 =
2!

23
 

𝑓′′′(𝑥) = 3! (2 − 𝑥)−4より,   𝑓′′′(0) = 3! ∙ 2−4 =
3!

24
 

𝑓(4)(𝑥) = 4! (2 − 𝑥)−5より,   𝑓(4)(0) = 4! ∙ 2−5 =
4!

25
 

⋮ 

𝑓(𝑛)(𝑥) = 𝑛! ∙ 2−(𝑛+1) =
𝑛!

2𝑛+1
 

𝑓(𝑥)の𝑛次近似式を𝑃𝑛(𝑥)とおくと 

𝑃𝑛(𝑥) =
1

2
+

1

22
𝑥 +

2!

23
∙

1

2!
𝑥2 + ⋯ +

𝑛!

2𝑛+1
∙

1

𝑛!
𝑥𝑛 

=
1

2
+

1

22
𝑥 +

1

23
𝑥2 + ⋯ +

1

2𝑛+1
𝑥𝑛 

これは,   初項
1

2
 ,   公比

1

2
𝑥 ,   項数𝑛 + 1 の等比級数 

であるから 

 

𝑃𝑛(𝑥) =

1
2

{1 − (
1
2

𝑥)
𝑛+1

}

1 −
1
2

𝑥
=

1 − (
1
2

𝑥)
𝑛+1

2 − 𝑥
 

これから 

𝑓(𝑥) − 𝑃𝑛(𝑥) =
1

2 − 𝑥
−

1 − (
1
2

𝑥)
𝑛+1

2 − 𝑥
 

=
(

1
2

𝑥)
𝑛+1

2 − 𝑥
 

|
1

2
𝑥| < 1 すなわち,   |𝑥| < 2 のとき 

lim
𝑛→∞

{𝑓(𝑥) − 𝑃𝑛(𝑥)} = 0 

が成り立つ. よって, 𝑓(𝑥)のマクローリン展開は 

𝟏

𝟐 − 𝒙
=

𝟏

𝟐
+

𝟏

𝟒
𝒙 +

𝟏

𝟖
𝒙𝟐 + ⋯ +

𝟏

𝟐𝒏+𝟏
𝒙𝒏 + ⋯ 

（|𝒙| < 𝟐） 

 

問 17 

（１） sin 2𝑥 = 2𝑥 −
1

3!
(2𝑥)3 +

1

5!
(2𝑥)5 − ⋯ 

⋯ +
(−1)𝑛

(2𝑛 + 1)!
(2𝑥)2𝑛+1 + ⋯ 

= 𝟐𝒙 −
𝟐𝟑

𝟑!
𝒙𝟑 +

𝟐𝟓

𝟓!
𝒙𝟓 + ⋯ +

(−𝟏)𝒏𝟐𝟐𝒏+𝟏

(𝟐𝒏 + 𝟏)!
𝒙𝟐𝒏+𝟏 + ⋯ 

（２）log(1 − 𝑥) = log(1 + (−𝑥))より 

log(1 − 𝑥) = −𝑥 −
1

2
(−𝑥)2 +

1

3
(−𝑥)3 − ⋯ 

⋯ +
(−1)𝑛−1

𝑛
(−𝑥)𝑛 + ⋯ 

= −𝑥 −
1

2
𝑥2 −

1

3
𝑥3 − ⋯ +

(−1)𝑛−1(−1)𝑛

𝑛
𝑥𝑛 + ⋯ 

= −𝑥 −
1

2
𝑥2 −

1

3
𝑥3 − ⋯ +

(−1)2𝑛−1

𝑛
𝑥𝑛 + ⋯ 

= −𝒙 −
𝟏

𝟐
𝒙𝟐 −

𝟏

𝟑
𝒙𝟑 − ⋯ −

𝟏

𝒏
𝒙𝒏 − ⋯ 

（|𝒙| < 𝟏） 

 

問 18 

sin 𝑥 = cos (𝑥 −
𝜋

2
) 

= 𝟏 −
𝟏

𝟐!
(𝒙 −

𝝅

𝟐
)

𝟐

+
𝟏

𝟒!
(𝒙 −

𝝅

𝟐
)

𝟒

− ⋯ 

⋯ +
(−𝟏)𝒏

(𝟐𝒏)!
(𝒙 −

𝝅

𝟐
)

𝟐𝒏

+ ⋯ 

問 19 

（１）左辺 = 𝑒𝑖(−𝑥) 

= cos(−𝑥) + 𝑖 sin(−𝑥) 



= cos 𝑥 + 𝑖(− sin 𝑥) 

= cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥 = 右辺 

（２）第 1 式について 

左辺 =
1

2
{(cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥) + (cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥)} 

=
1

2
∙ 2 cos 𝑥 

= cos 𝑥 = 右辺 

第 2 式について 

左辺 =
1

2𝑖
{(cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥) − (cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥)} 

=
1

2𝑖
∙ 2𝑖 sin 𝑥 

= sin 𝑥 = 右辺 

 

問 20 

𝑛 = 3として, ド・モアブルの公式を用いると, 

例題 9 より 

cos 3𝑥 + 𝑖 sin 3𝑥 = (cos 3𝑥 + 𝑖 sin 3𝑥)3 

= cos3 𝑥 − 3 cos 𝑥 sin2 𝑥 + 𝑖(3 cos2 𝑥 sin 𝑥 − sin3 𝑥) 

両辺の実部を比較すると 

cos 3𝑥 = cos3 𝑥 − 3 cos 𝑥 sin2 𝑥 

= cos3 𝑥 − 3 cos 𝑥 (1 − cos2 𝑥) 

= cos3 𝑥 − 3 cos 𝑥 + 3 cos3 𝑥 

= 4 cos3 𝑥 − 3 cos 𝑥 

 

問 21 

𝛼 =
√3

2
+

1

2
𝑖 

= cos
𝜋

6
+ 𝑖 sin

𝜋

6
 

𝛼10 = (cos
𝜋

6
+ 𝑖 sin

𝜋

6
)

10

 

= cos (
𝜋

6
∙ 10) + 𝑖 sin (

𝜋

6
∙ 10) 

= cos
5

3
𝜋 + 𝑖 sin

5

3
𝜋 

= cos
5

3
𝜋 + 𝑖 sin

5

3
𝜋 

=
1

2
+ 𝑖 (−

√3

2
) 

よって,   実部は
𝟏

𝟐
 ,   虚部は −

√𝟑

𝟐
である. 

 

問 22 

（１）(𝑒(2+𝑖)𝑥)
′

= (𝟐 + 𝒊)𝒆(𝟐+𝒊)𝒙 

 

（２） (
𝑒𝑖𝑥 − 𝑒−𝑖𝑥

2𝑖
)

′

=
1

2𝑖
(𝑒𝑖𝑥 − 𝑒−𝑖𝑥)′ 

=
1

2𝑖
{𝑖𝑒𝑖𝑥 − (−𝑖)𝑒−𝑖𝑥} 

=
1

2𝑖
(𝑖𝑒𝑖𝑥 + 𝑖𝑒−𝑖𝑥) 

=
𝒆𝒊𝒙 + 𝒆−𝒊𝒙

𝟐
 

 

（３） (
𝑒𝑖𝑥 + 𝑒−𝑖𝑥

2
)

′

=
1

2
(𝑒𝑖𝑥 + 𝑒−𝑖𝑥)′ 

=
1

2
{𝑖𝑒𝑖𝑥 + (−𝑖)𝑒−𝑖𝑥} 

=
1

2
(𝑖𝑒𝑖𝑥 − 𝑖𝑒−𝑖𝑥) 

=
𝒊(𝒆𝒊𝒙 − 𝒆−𝒊𝒙)

𝟐
 

 


