
新 基礎数学　問題集

6章　図形と式　 § 1 　点と直線 (p.69～p.72)

BASIC

351 OA =
√

(3− 0)2 + (0− 0)2

=
√

9 = 3

OB =
√

(0− 0)2 + (−4− 0)2

=
√

16 = 4

AB =
√

(0− 3)2 + (−4− 0)2

=
√

25 = 5

352 （ 1）求める x軸上の点を P(p, 0)とすると，

AP2 = BP2 であるから，

(p− 3)2 + (0− 1)2 = (p− 2)2 + (0− 5)2

p2 − 6p + 9 + 1 = p2 − 4p + 4 + 25

−2p = 19

p = − 19
2

よって，求める座標は，
(

− 19
2

, 0
)

（ 2）求める y 軸上の点を Q(0, q)とすると，

AQ2 = BQ2 であるから，

(0− 3)2 + (q − 1)2 = (0− 2)2 + (q − 5)2

9 + q2 − 2q + 1 = 4 + q2 − 10q + 25

8q = 19

q = − 19
8

よって，求める座標は，
(
0,

19
8

)

（ 3）求める y = x上の点を R(r, r)とすると，

AR2 = BR2 であるから，

(r − 3)2 + (r − 1)2 = (r − 2)2 + (r − 5)2

2r2 − 8r + 10 = 2r2 − 14 + 29

6r = 19

r = 19
6

よって，求める座標は，
(

19
6

,
19
6

)

353
√

3AP = BPより，3AP2 = BP2

求める y 軸上の点 Pの座標を (0, p)とすると，

3{(0− 1)2 + (p− 2)2} = (0− 4)2 + (p− 4)2

3(1 + p2 − 4p + 4) = 16 + p2 − 8p + 16

3p2 − 12p + 15 = p2 − 8p + 32

2p2 − 4p− 17 = 0

p = 2±√22 + 34
2

= 2±√38
2

よって，求める座標は，
(
0,

2 ± √
38

2

)

354 （ 1）求める点の座標を (x, y)とすると，

x =
2 · 5 + 3 · (−5)

3 + 2

= −5
5

= −1

y =
2 · 7 + 3 · (−3)

3 + 2

= 5
5

= 1

よって，求める座標は，(−1, 1)

（ 2）求める点の座標を (x, y)とすると，

x =
3 · 5 + 2 · (−5)

2 + 3

= 5
5

= 1

y =
3 · 7 + 2 · (−3)

2 + 3

= 15
5

= 3

よって，求める座標は，(1, 3)

355 （ 1）求める点の座標を (x, y)とすると，

x = 0 + 2 + 0
3

= 2
3

y = 0 + 0 + 3
3

= 3
3

= 1

よって，求める座標は，
(

2
3

, 1
)

（ 2）求める点の座標を (x, y)とすると，

x = 2 + 0 + 4
3

= 6
3

= 2

y = 0 + 3 + 3
3

= 6
3

= 2

よって，求める座標は，(2, 2)

356 点 Cの座標を (x, y)とすると，

　 2 + 5 + x
3

= 1であるから，x = −4

　
−2 + 4 + y

3
= 3であるから，y = 7

よって，点 Cの座標は，(−4, 7)

357 （ 1） y − 2 = 4{x− (−1)}
y = 4x + 4 + 2

y = 4x + 6

（ 2）y = 3

（ 3）x = 4

358 （ 1）y − 2 = 3− 2
−2− 1

(x− 1)

y = − 1
3

(x− 1) + 2

y = − 1
3

x + 7
3

または，x + 3y = 7

（ 2）2点の x座標はいずれも −√2なので
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　 x = −√
2

359 （ 1）x + 2y − 4 = 0

2y = −x + 4

y = 1
2

x + 2

2

4 x

y

O

（ 2）3y + 5 = 0

y = − 5
3

− 5
3

x

y

O

（ 3）−2x + 3 = 0

x = 3
2

3
2

x

y

O

360 （ 1）　 x + 2y + 3 = 0より，y = − 1
2

x− 3
2

　よって，求める直線の傾きは − 1
2
であるから

　　 y − 3 = − 1
2

(x− 1)

　　 y = − 1
2

x + 1
2

+ 3

　　 y = − 1
2

x + 7
2

　または，

　　 x + 2y − 7 = 0

（ 2）　 2x + 3y + 7 = 0より，y = − 2
3

x− 7
3

　よって，求める直線の傾きは 3
2
であるから

　　 y − 0 = 3
2
{x− (−3)}

　　 y = 3
2

x + 9
2

　または，

　　 3x − 2y + 9 = 0

361 　 2点を A(5, 1)，B(1, 3)とする．

　直線 ABの傾きは

　　 3− 1
1− 5

= − 1
2

　よって，線分 ABの垂直二等分線の傾きは，2である．

　また，線分 ABの中点の座標は，

　　
(

5 + 1
2

, 1 + 3
2

)
= (3, 2)

　したがって，求める直線の方程式は

　　 y − 2 = 2(x− 3)

　　 y = 2x− 6 + 2

　　 y = 2x − 4

　または，

　　 2x − y − 4 = 0

CHECK

362 （ 1）AB =
√

(5− 2)2 + (5− 0)2

=
√

9 + 25 =
√

34

AC =
√

(7− 2)2 + (3− 0)2

=
√

25 + 9 =
√

34

BC =
√

(7− 5)2 + (3− 5)2

=
√

4 + 4 =
√

8 = 2
√

2

よって，この三角形は，AB = ACの二等辺三角形である．

（ 2）AB =
√

(2 + 2)2 + (−1− 1)2

=
√

16 + 4 =
√

20 = 2
√

5

AC =
√

(
√

3 + 2)2 + (2
√

3− 1)2

=
√

(3 + 4
√

3 + 4) + (12− 4
√

3 + 1)

=
√

20 = 2
√

5

BC =
√

(
√

3− 2)2 + (2
√

3 + 1)2

=
√

(3− 4
√

3 + 4) + (12 + 4
√

3 + 1)

=
√

20 = 2
√

5

よって，この三角形は，正三角形である．

（ 3）AB =
√

(−3− 0)2 + (2− 1)2

=
√

9 + 1 =
√

10

AC =
√

(−4− 0)2 + (−1− 1)2

=
√

16 + 4 =
√

20 = 2
√

5

BC =
√

(−4 + 3)2 + (−1− 2)2

=
√

1 + 9 =
√

10

　 AB2 + BC2 = AC2 であるから，この三角形は，

∠B = 90◦ の直角二等辺三角形である．

363 　求める点の座標を P (x, y)とする．

　 OP = AP = BPであるから

　 OP = APより，OP2 = AP2

　すなわち，x2 + y2 = (x− 1)2 + (y − 2)2

　整理すると

　　 2x + 4y = 5 · · · 1©
　 OP = BPより，OP2 = BP2

　すなわち，x2 + y2 = (x + 1)2 + (y − 1)2

　整理すると

　　 x− y = −1 · · · 2©
　 1©, 2©を連立させて解くと，x = 1

6
, y = 7

6
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　よって，求める座標は，
(

1
6

,
7
6

)

364 　求める点の座標を P (p, 0)とする．

　 AP =
√

2BPより，AP2 = 2BP2 であるから

　 (p− 3)2 + (0− 4)2 = 2{(p− 1)2 + (0− 2)2}
　 p2 − 6p + 9 + 16 = 2(p2 − 2p + 1 + 4)

　 p2 − 6p + 25 = 2(p2 − 2p + 5)

　さらに整理すると

　　 p2 + 2p− 15 = 0

　　 (p + 5)(p− 3) = 0

　よって，p = −5, 3

　したがって，求める座標は，(−5, 0)，または　 (3, 0)

365 　 ABを 1 : 2に内分する点の座標は

　
(

2 · 1 + 1 · 3
1 + 2

, 2 · 1 + 1 · 4
1 + 2

)
=

(
2 + 3

3
, 2 + 4

3

)

=
(

5
3

, 2
)

　 BAを 1 : 2に内分する点の座標は

　
(

2 · 3 + 1 · 1
1 + 2

, 2 · 4 + 1 · 1
1 + 2

)
=

(
6 + 1

3
, 8 + 1

3

)

=
(

7
3

, 3
)

366 　4ABCの重心は，線分 AMを 2 : 1に内分する点であるから

　
(

1 · 4 + 2 · 1
2 + 1

, 1 · 2 + 2 · 2
2 + 1

)
=

(
4 + 2

3
, 2 + 4

3

)

= (2, 2)

367 　求める直線と x軸とのなす角が 30◦ であることから，この直線の

傾きは，tan 30◦ = 1√
3
である．

　よって，直線の方程式は

　　 y − 0 = 1√
3

(x + 2)

　　 y = 1√
3

x + 2√
3

368 　求める直線の方程式は

　　 y − 1 = 3− 1
2− 6

(x− 6)

　　 y − 1 = 2
−4

(x− 6)

　　 y = − 1
2

(x− 6) + 1

　　 y = − 1
2

x + 3 + 1

　　 y = − 1
2

x + 4

369 　 2直線 2x− y + 3 = 0, x + y = 0の交点を求める．

　 2式の辺々を加えて，3x + 3 = 0，すなわち，x = −1であるか

ら，これを x + y = 0に代入して，y = 1

　よって，交点は (−1, 1)である．

　また，x− y + 3 = 0より，y = x + 3であるから，この直線の傾

きは 1である．

　以上より，直線 x− y + 3 = 0に平行な直線の方程式は

　　 y − 1 = 1(x + 1)，すなわち，y = x + 2

　または，x − y + 2 = 0

　直線 x− y + 3 = 0に垂直な直線の方程式は

　　 y − 1 = − 1
1

(x + 1)，すなわち，y = −x

　または，x + y = 0

　

370 　 3x + 4y − 2 = 0より

　　 4y = −3y + 2

　　 y = − 3
4

x + 1
2
· · · 1©

　 ax + 3y + c = 0より

　　 3y = −ay − c

　　 y = − a
3

x− c
3
· · · 2©

　 1©, 2©が一致するための条件は

　　




− 3

4
= − a

3
· · · 3©

1
2

= − c
3
· · · 4©

　 3©より，a = 9
4

　 4©より，c = − 3
2

371 　4OABが正三角形のとき，OA = OB = AB

　 OA = OBより，OA2 = OB2 であるから

　　 (2− 0)2 + (2
√

3− 0)2 = (x− 0)2 + (y − 0)2

　整理すると

　　 x2 + y2 = 16 · · · 1©
　 OB = ABより，OB2 = AB2

　すなわち，(x− 0)2 + (y − 0)2 = (x− 2)2 + (y − 2
√

3)2

　整理すると

　　 x2 + y2 = x2 − 4x + 4 + y2 − 4
√

3y + 12

　　 4x + 4
√

3y = 16

　これより，x = 4−√3y

　これを 1©に代入して
　　 (4−√3y)2 + y2 = 16

　　 16− 8
√

3y + 3y2 + y2 = 16

　　 y2 − 2
√

3y = 0

　　 y(y − 2
√

3) = 0

　よって，y = 0, 2
√

3

　　 y = 0のとき，x = 4− 0 = 4

　　 y = 2
√

3のとき，x = 4−√3 · 2√3 = 4− 6 = −2

　以上より，Bの座標は，(4, 0)，または，(−2, 2
√

3)

　

STEP UP

372 　 3つの頂点を (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)とすると

　　
(

x1 + x2

2
,

y1 + y2

2

)
= (3, 2)

　　
(

x2 + x3

2
,

y2 + y3

2

)
= (6, 1)

　　
(

x3 + x1

2
,

y3 + y1

2

)
= (5, 0)

　よって

　　





x1 + x2 = 6 · · · 1©
x2 + x3 = 12 · · · 2©
x3 + x1 = 10 · · · 3©

　　





y1 + y2 = 4 · · · 4©
y2 + y3 = 2 · · · 5©
y3 + y1 = 0 · · · 6©

　 1©+ 2©+ 3©より，2(x1 + x2 + x3) = 28であるから

　　 x1 + x2 + x3 = 14 · · · 7©
　 7©− 1©より，x3 = 8

　 7©− 2©より，x1 = 2

　 7©− 3©より，x2 = 4

　 4©+ 5©+ 6©より，2(y1 + y2 + y3) = 6であるから

　　 y1 + y2 + y3 = 3 · · · 8©
　 8©− 4©より，y3 = −1

　 8©− 5©より，y1 = 1

とどろき英数塾
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　 8©− 6©より，y2 = 3

　以上より，3頂点は，(2, 1), (4, 3), (8, − 1)

373 　 3点 A，B，Cが一直線上にあれば，直線 CAと直線 CBの傾き

が一致する．

　直線 CAの傾きは， 5− 4
(5− 2k)− 1

= 1
4− 2k

　直線 CBの傾きは， k − 4
3− 1

= k − 4
2

　よって， 1
4− 2k

= k − 4
2

　これを解くと

　　 (4− 2k)(k − 4) = 1 · 2
　　 2(2− k)(k − 4) = 2

　　 (2− k)(k − 4) = 1

　　 −k2 + 6k − 8− 1 = 0

　　 k2 − 6k + 9 = 0

　　 (k − 3)2 = 0

　よって，k = 3

374 　図のように頂点を定めると，辺 ABの中点Mは原点 Oとなる．

A(−a, 0) B (a, 0)

C (b, c)

M x

y

O

　　 AC2 = {b− (−a)}2 + (c− 0)2 = (b + a)2 + c2

　　 BC2 = (b− a)2 + (c− 0)2 = (b− a)2 + c2

　　 AM2 = a2

　　 CM2 = (b− 0)2 + (c− 0)2 = b2 + c2

　よって

　　 左辺 = {(b + a)2 + c2}+ {(b− a)2 + c2}
= b2 + 2bc + a2 + c2 + b2 − 2ba + a2 + c2

= 2a2 + 2b2 + 2c2

右辺 = 2{a2 + (b2 + c2)}
= 2a2 + 2b2 + 2c2

　よって，右辺 = 左辺

375 　図のように頂点を定めると，y 軸は頂点 A から辺 BC へ引いた

垂線となる．

A(0, a)

B (b, 0) C (c, 0)
x

y

O

　

( i ) 　 b = 0 または c = 0のとき

　三角形は直角三角形となり，3つの垂線は原点で交わる．

( ii ) 　 b \= 0 かつ c \= 0のとき

　直線 AC の傾きは， 0− a
c− 0

= − a
c
であるから，頂点 B か

ら辺 ACへ引いた垂線の方程式は

　　 y − 0 = c
a

(x− b)

　　 y = c
a

x− bc
a

　また，直線 ABの傾きは， 0− a
b− 0

= − a
b
であるから，頂点

Cから辺 ABへ引いた垂線の方程式は

　　 y − 0 = b
a

(x− c)

　　 y = b
a

x− bc
a

　よって，これら 2つの直線の交点の座標は，
(
0, − bc

a

)
で

あり，この点は y 軸上にあるから，3 つの垂線は 1 点で交わ

る．

　

376 　図のように頂点を定めると，y 軸は辺 BC の垂直二等分線とな

る．

A(a, b)

B (−c,−b) C (c,−b)

x

y

O

　辺 AB の中点は，
(

a− c
2

, b− b
2

)
=

(
a− c

2
, 0

)
であり，直

線 ABの傾きは，
b− (−b)
a− (−c)

= 2b
a + c

であるから，辺 ABの垂直

二等分線の方程式は

　　 y − 0 = − a + c
2b

(
x− a− c

2

)

　　 y = − a + c
2b

x +
(a + c)(a− c)

4b
= − a + c

2b
x + a2 − c2

4b

　また，辺 AC の中点は，
(

a + c
2

, b− b
2

)
=

(
a + c

2
, 0

)
であ

り，直線 ACの傾きは，
b− (−b)

a− c
= 2b

a− c
であるから，辺 ACの

垂直二等分線の方程式は

　　 y − 0 = − a− c
2b

(
x− a + c

2

)

　　 y = − a− c
2b

x +
(a− c)(a + c)

4b
= − a− c

2b
x + a2 − c2

4b

　よって，これら 2つの直線の交点の座標は，
(

0, a2 − c2

4b

)
であ

り，この点は y 軸上にあるから，3辺の垂直二等分線は 1点で交わ

る．

377 　重心の座標は

　　
(

0 + (−3) + 3
3

, 4 + 0 + 0
3

)
=

(
0,

4
3

)

　垂心は，y 軸上にあるので，頂点 Bから辺 ACにひいた垂線と y

軸との交点を求める．

　直線 AC の傾きは， 0− 4
3− 0

= − 4
3
であるから，頂点 B から辺

ACに引いた直線の式は

　　 y − 0 = 3
4
{x− (−3)}

　　 y = 3
4

x + 9
4

　よって，垂心は，
(
0,

9
4

)

　外心は，3つの頂点から等距離にある点であるが，y 軸上の任意

の点は，点 Bと点 Cから等距離であるから，外心は y軸上にある．

　求める点の座標を，P (0, p)とすれば，AP = BPとなることか

とどろき英数塾
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ら，AP2 = BP2

　すなわち，(0)2 + (p− 4)2 = {0− (−3)}2 + (p− 0)2

　　 (p− 4)2 = 9 + p2

　　 p2 − 8p + 16 = 9 + p2

　　 −8p = −7

　　 p = 7
8

　よって，外心は，
(
0,

7
8

)

378 （ 1）　直線 y = 2xを `，点 (3, 5)を A，求める点を P (p, q)と

する．

A (3, 5)
P y = 2x

x

y

O

　直線 APの傾きは， q − 5
p− 3

であり，AP⊥ `であるから

　　
q − 5
p− 3

· 2 = −1

　これより

　　 2(q − 5) = −(p− 3)

　　 2q − 10 = −p + 3

　　 p + 2q = 13 · · · 1©
　また，線分 APの中点は，

(
p + 3

2
,

q + 5
2

)
であり，この

点が直線 `上にあるから

　　
q + 5

2
= 2 · p + 3

2
　これより

　　 q + 5 = 2(p + 3)

　　 q + 5 = 2p + 6

　　 2p− q = −1 · · · 2©
　 1©，2©を連立させて解くと
　　

1© p + 2q = 13
2©× 2 +) 4p− 2q = −2

5p = 11

p = 11
5

　これを 1©に代入して
　　 11

5
+ 2q = 13

　　 2q = 13− 11
5

= 54
5

　　 q = 27
5

　よって，求める点は，
(

11
5

,
27
5

)

（ 2）　点 (3, 5)を A，求める点の座標を P (p, q)とする．

　線分 AP の中点は，
(

p + 3
2

,
q + 5

2

)
であり，この点が

(−2, 1)となるので

　　





p + 3
2

= −2 · · · 1©
q + 5

2
= 1 · · · 2©

　 1©より，p + 3 = −4，すなわち，p = −7

　 2©より，q + 5 = 2，すなわち，p = −3

　よって，求める点は，(−7, − 3)

379 　

|

|

A(4, 2)

B (8, 4)

C

D

x

y

O

（ 1）　点 Dの座標を (x, y)とおく．

　 AD = ABより，AD2 = AB2 であるから

　　 (x− 4)2 + (y − 2)2 = (8− 4)2 + (4− 2)2

　これより，(x− 4)2 + (y − 2)2 = 16 + 4 = 20 · · · 1©
　また，AD⊥ABであり，直線 ADの傾きは， y − 2

x− 4
，直

線 ABの傾きは， 4− 2
8− 4

= 1
2
であるから

　　
y − 2
x− 4

· 1
2

= −1

　すなわち，y − 2 = −2(x− 4)

　これより，y = −2x + 10 · · · 2©
　 2©を 1©に代入して
　　 (x− 4)2 + (−2x + 10− 2)2 = 20

　　 (x− 4)2 + (−2x + 8)2 = 20

　　 (x− 4)2 + 4(x− 4)2 = 20

　　 5(x− 4)2 = 20

　　 (x− 4)2 = 4

　　 x− 4 = ±2

　　 x = 6, 2

　 x = 6のとき，y = −12 + 10 = −2

　 x = 2のとき，y = −4 + 10 = 6

　　点 Dは第 1象限の点なので，求める座標は (2, 6)

（ 2）　正方形の対角線は，それぞれの中点で交わるので，線分

BDの中点が対角線の交点となる．

　よって，求める点は，
(

8 + 2
2

, 4 + 6
2

)
= (5, 5)

（ 3）　点 Cの座標を (x, y)とおく．

　線分 ACの中点が，(5, 5)であるから

　　





x + 4
2

= 5 · · · 1©
y + 2

2
= 5 · · · 2©

　 1©より，x + 4 = 10，すなわち，x = 6

　 2©より，y + 2 = 10，すなわち，y = 8

　よって，点 Cの座標は，(6, 8)

380 （ 1）　点 Hの座標を (p, q)とする．

　 3x− 2y + 4 = 0を変形して

　　 2y = 3x + 4

　　 y = 3
2

x + 2

　よって，直線 `の傾きは， 3
2
である．

　また，直線 AHの傾きは， q − 2
p− 1

であり，AH⊥ `である

ことから

　　
q − 2
p− 1

· 3
2

= −1

　これより，3(q − 2) = −2(p− 1)

　　 3q − 6 = −2p + 2

とどろき英数塾
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　　 2p + 3q = 8 · · · 1©
　また，点 Hは直線 `上の点であるから

　　 3p− 2q + 4 = 0 · · · 2©
　 1©，2©を連立させて解くと
　　

1©× 2 4p + 6q = 16
2©× 3 +) 9p− 6q = −12

13p = 4

p = 4
13

　これを 1©に代入して
　　 2 · 4

13
+ 3q = 8

　　 3q = 8− 8
13

= 96
13

　　 q = 32
13

　よって，点 Hの座標は，
(

4
13

,
32
13

)

（ 2）　　 AH =

√(
1− 4

13

)2

+
(
2− 32

13

)2

=

√(
9
13

)2

+
(
− 6

13

)2

=
√

81 + 36
132

=
√

117
13

=
√

9 · 13
13

= 3
√

13
13

381 　与式を aについて整理すると

　　 3x− 2ax + ay − 2y + 5a + 1 = 0

　　 3x− 2y + 1 + (−2x + y + 5)a = 0

　 aがどのような値であっても，この式が成り立つならば

　　

{
3x− 2y + 1 = 0 · · · 1©
−2x + y + 5 = 0 · · · 2©

　 2©より，y = 2x− 5 · · · 2©′

　これを 1©に代入して
　　 3x− 2(2x− 5) + 1 = 0

　　 3x− 4x = −11

　　 x = 11

　これを， 2©′ に代入して，y = 2 · 11− 5 = 17

　すなわち，この直線は aがどのような値であっても，定点 (11, 17)

を通る．

382 （ 1）　与えられた方程式より

　　 y − 3x− 1 + kx− 2ky − 4k = 0

　　 (k − 3)x + (−2k + 1)y − 1− 4k = 0 · · · 1©
　ここで，k − 3 = 0 かつ − 2k + 1 = 0となることはない

ので，この式は直線を表す．

　また，交点 Aの座標を，(p, q)とすると，点 Aは 2直線

上の点であるから

　　 q = 3p + 1，すなわち q − 3p− 1 = 0

　　 p− 2q − 4 = 0

　よって，q − 3p− 1 + k(p− 2q − 4) = 0 + k · 0 = 0

　これは，点 (p, q)が y − 3x− 1 + k(x− 2y − 4) = 0上に

あることを示している．

　以上より，与えられた方程式は，点 Aを通る直線を表す．

（ 2）　 y − 3x− 1 + k(x− 2y − 4) = 0に，x = 5, y = 1を代入

すると

　　 1− 3 · 5− 1 + k(5− 2 · 1− 4) = 0

　　 −15− k = 0

　　 k = −15

　よって，求める直線の方程式は

　　 y − 3x− 1− 15(x− 2y − 4) = 0

　　 y − 3x− 1− 15x + 30y + 60 = 0

　すなわち，18x − 31y − 59 = 0

（ 3）　 1©より，(2k − 1)y = (k − 3)x− 1− 4k

　ここで，2k − 1 = 0 とすると，この直線は y 軸と平行な

直線となるので 3x + 4y = 5と垂直にはならない．よって，

2k − 1 \= 0

　これより，y = k − 3
2k − 1

x− 4k + 1
2k − 1

であるから，この直線

の傾きは， k − 3
2k − 1

　一方，直線 3x + 4y = 5の傾きは，y = − 3
4

x + 5
4
より，

− 3
4
であるから

　　 k − 3
2k − 1

·
(
− 3

4

)
= −1

　これより，3(k − 3) = 4(2k − 1)

　　 3k − 9 = 8k − 4

　　 −5k = 5

　　 k = −1

　よって，求める直線の方程式は

　　 y − 3x− 1− 1 · (x− 2y − 4) = 0

　　 y − 3x− 1− x + 2y + 4 = 0

　すなわち，4x − 3y − 3 = 0

383 （ 1）　 x + ky = 1を k について整理すると，yk + (x− 1) = 0

　これが k の値に関係なく成り立つための条件は

　　

{
y = 0

x− 1 = 0

　よって，x = 1, y = 0であるから，直線 `1 は定点 (1, 0)

を通る．

　 (k + 1)x + 2y = 2を k について整理すると

　　 xk + (x + 2y − 2) = 0

　これが k の値に関係なく成り立つための条件は

　　

{
x = 0

x + 2y − 2 = 0

　 x = 0を x + 2y − 2 = 0に代入して

　　 2y− 2 = 0，すなわち，y = 1であるから，直線 `2 は定

点 (0, 1)を通る．

（ 2）　 k = 0とすると，`1 : x = 1，`2 : x + 2y = 2であるから，

2直線は平行とはならない．よって，k \= 0

　 x+ ky = 1において，k \= 0であるから，y = − 1
k

x+ 1
k

　また，(k + 1)x + 2y = 2より，y = − k + 1
2

x + 1

　 2直線が平行となるための条件は

　　 − 1
k

= − k + 1
2

　これを解くと

　　 k(k + 1) = 2

　　 k2 + k − 2 = 0

　　 (k + 2)(k − 1) = 0

　よって，k = −2, 1

　ここで，k = 1のとき，`1 : x + y = 1，`2 : 2x + 2y = 2

となり，2直線が一致するので，k = −2
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（ 3）　 k = 0のとき，2直線は垂直とはならない．よって，k \= 0

　 2直線が垂直となるための条件は

　　
(
− 1

k

)
·
(
− k + 1

2

)
= −1

　これを解くと

　　 k + 1
2k

= −1

　　 k + 1 = −2k

　　 −3k = 1

　よって，k = − 1
3

（ 4）　

{
x + ky = 1 · · · 1©
(k + 1)x + 2y = 2 · · · 2© とする．

　

2©× k k(k + 1)x + 2ky = 2k

1©× 2 −) 2x + 2ky = 2

{k(k + 1)− 2}x = 2k − 2

(k2 + k − 2)x = 2(k − 1)

(k + 2)(k − 1)x = 2(k − 1)

　 k \= 1, − 2であるから

　　 x =
2(k − 1)

(k + 2)(k − 1)
= 2

k + 2
　これを 2©に代入して
　　

2(k + 1)
k + 2

+ 2y = 2

　　 k + 1
k + 2

+ y = 1

　　 y = 1− k + 1
k + 2

=
k + 2− (k + 1)

k + 2
= 1

k + 2
　これと，x = 2

k + 2
より

　　 y = 1
k + 2

= 1
2
· 2

k + 2
= 1

2
x

　よって，y = 1
2

x
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