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+1に発散する数列 URV

.2}MBiBQM
数列 {tM}が無限遠⽅に発散する：

tM ! +1 (M ! +1)

とは，任意の _ > Rに対して番号 L が存在して

_ < tM (M � L)
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+1に発散する数列 UkV

◆ ⇣
1t�KTH2 R tM = M ( M = R, k, j, . . . )とすると

tM ! +1✓ ⌘
8_ > Rを取ります．このとき

_ � R < [_ ]  _

なので L = [_ ] + Rとします．M � L ならば

_ < [_ ] + R = L  M
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定理

定理 R
URV tM ! +1- vM ! +1 UM ! +1Vならば

tMvM ! +1 (M ! +1), tMvM ! +1 (M ! +1)

UkV tM ! +1- vM ! ↵ > y （M ! +1）ならば

tM + vM ! +1 (M ! +1)

UjV U追し出しの定理V tM ! +1 （M ! +1）で

tM  vM (M � Ly)

を満たす番号 L が存在するならば

vM ! +1 (M ! +1)
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定理 R（証明を少し）URV

定理 RURV 8_ > Rを取ります．tM ! +1から

9LR (M � LR ) R < _ < tM)

vM ! +1から
9Lk (M � Lk ) R < _ < vM)

L := max(LR,Lk)として M � L ならば M � LRかつ M � Lkなので

_ < _ + _ < tM + vM, _ = R · _ < _ · _ < tM · vM

から
tM + vM ! +1, tMvM ! +1 (M ! +1)
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定理 R（証明を少し）UkV

定理 RUkV UjVを使います．vM ! ↵ > yなので，ある番号 Lyが存在して

M � Ly ) ↵

k < vM <
j↵
k

が成⽴します．従って

↵

k · tM < tMvM (M � Ly)

さらに ↵ > yから
↵

k · tM ! +1

も示せますから UjVによって

tMvM ! +1
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定理 R（証明を少し）UkV

定理 RUjV　 8_ > Rを取ります．tM ! +1 から

9LR (M � LR ) _ < tM)

が成⽴します．L = max(Ly,LR)に対して M � Lyかつ M � LRから

_ < tM  vM

となります．
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定理 Rに対するコメント

1t�KTH2 k 定理 Rの URVから

Mk ! +1 (M ! +1)

1t�KTH2 j �M = Mk � Mとする．これを �M = Mk �R � R
M
�
と変形すると

�M = Mk
✓

R � R
M

◆
! +1

実際 Mk ! +1と R � R
M ! R > yから定理 Rの UkV が適⽤できる．

_2K�`F h?2 S�`i UjV Bb +�HH2/ Sla> Plh h?2Q`2K BM C�T�MX Ai K2�Mb
Pa>A.�a>A- � rBMMBM; i`B+F Q7 i?2 amKQmX
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定理 Rに対するコメント UkV

1t�KTH2 9 � > Rならば

�M ! +1 (M ! +1)

実際 � = R + ✓とすると ✓ > yであり，k項定理から

�M = (R + ✓)M = R + M✓ + M(M � R)
k · ✓k + · · ·+ ✓M > ✓M

が従う．他⽅ ✓ · M ! +1であるので，定理 RUjV から �M ! +1X
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定理 k

定理 k
URV すべての番号 Mに対して tM 6= yで，tM ! +1 (M ! +1)ならば

R
tM

! y (M ! +1)

UkV �M > y が任意の M に対して成⽴して，�M ! yならば

R
�M

! +1
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定理 kURVĜ証明

8" > yを取ります．そして _ := R
" > yとします．このとき tM ! +1

から
9L (M � L ) _ < tM)

これから M � L ならば
y <

R
tM

<
R
_ = "

であることが分かります．
UkVも同様です．任意の _ > Rに対して " = R

_ と定めます．
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無限遠⽅の極限 URV

無限遠⽅の極限 URV
; : (�,+1) ! _
URV

;(t) ! ↵ 2 _ (t ! +1)

とは条件
tM 2 (�,+1), tM ! +1 (M ! +1)

を満たす数列 {tM}が必ず

;(tM) ! ↵ (M ! +1)

を満たすときであるX
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無限遠⽅の極限 UkV

無限遠⽅の極限 UkV
UkV

;(t) ! +1 (t ! +1)

とは条件
tM 2 (�,+1), tM ! +1 (M ! +1)

を満たす数列 {tM}が必ず

;(tM) ! +1 (M ! +1)

を満たすときである．
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同値な定義（1[mBp�HH2Mi .2}MBiBQMb）

URV ;(t) ! ↵ 2 _ (t ! +1) B7 �M/ QMHv B7 7Q` �Mv " > y- r2 +�M }M/
_ > y b�iBb7vBM;

↵� " < ;(i) < ↵+ " (i > _)

UkV ;(t) ! +1 (t ! +1) B7 �M/ QMHv B7 7Q` �Mv _ > R- r2 +�M }M/
_y > y b�iBb7vBM;

_ < ;(i) (_y < i)
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1t�KTH2b

1t�KTH2 8 q2 +QMbB/2`

;(t) = R
t (t > y)

h?2M
;(t) ! y (t ! +1)

h�F2 � b2[m2M+2 {tM} b�iBb7vBM;

tM > y, tM ! +1

h?2M Bi 7QHHQrb 7`QK h?2Q`2K k i?�i

;(tM) =
R
tM

! y (M ! +1)
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h?2Q`2K j
h?2Q`2K j
kつの関数

7 (t) : (�,+1) ! _, ;(t) : (�,+1) ! _

が t ! +1のとき

7 (t) ! ↵ 2 _, ;(t) ! � 2 _

を満たすとする．
URV 7 (t)± ;(t) ! ↵± � (t ! +1)
UkV 7 (t);(t) ! ↵� (t ! +1)
UjV ;(t) 6= y (t > �)で � 6= yとすると

7 (t)
;(t) ! ↵

�
(t ! +1)
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