
数学Ａ ユーグリッドの互除法 ( )年( )組( )番( )
ご じょ ほう

ユーグリッドの互除法
ご じ ょ ほ う

598 と 391の最大公約数を求めてみよう。598は( の倍数)である。598, 391 ともに
さい だい こうや くすう もと ばい すう

( の倍数， の倍数)でもない。598が 7の倍数であるか調べると，59－2×8＝33 に
ばい すう ば いすう ば いすう しら

なり，7 の倍数でない。このように，大きな数を素因数分解するのは簡単ではない。
ば いすう おお かず そ い んすう ぶん かい か んた ん

素因数分解せずに，最大公約数を求めるのに，次の定理を用いる。
そ いん すうぶ んか い さい だい こうや くすう つ ぎ てい り も ち

自然数 a, b において，a を bで割ったときの余りを r とすると，
し ぜん すう わ あま

最大公約数
さいだ いこ うやく すう

a と b の最大公約数は，bと r の最大公約数に等しい。 ※ a ＝ b×q＋ r
さ いだ いこう やくす う さい だいこ うやく すう ひ と

が等しい
ひ と

598 ＝ 391×1 ＋ 207 598と 391 の最大公約数
さいだ いこ うやく すう

391 ＝ 207×1 ＋ 184 ＝ 391と 207 の最大公約数
さいだ いこ うやく すう

207 ＝ 184×1 ＋ 23 ＝ 207と 184 の最大公約数
さいだ いこ うやく すう

184 ＝ 23×8 ＋ 0 ＝ 184と 23の最大公約数＝ 23
さい だいこ うや くすう

よって，598 と 391の最大公約数は( )になる。
さい だい こうや くす う

問題 A 次の数の最大公約数を求めよ。
つ ぎ かず さ いだい こう やくす う もと

(1) 147, 126 (2) 315 , 91

互除法の活用
ご じ ょ ほ う か つ よ う

ユーグリッドの互除法を用いて，144と 35 の最大公約数を求める。
ご じょほ う もち さいだ いこ うやく すう も と

144＝ 35×4 ＋ 4 ⇒ 4＝ 144 － 35×4 ･･･①

35 ＝ 4×8 ＋ 3 ⇒ 3＝ 35 － 4×8 ･･･②

4 ＝ 3×1 ＋ 1 ⇒ 1＝ 4 － 3×1 ･･･③

3 ＝ 1×3 ＋ 0

よって，144と 35 の最大公約数は( )になる。
さい だいこ うや くすう

右側の式を下から戻すと
みぎ がわ し き した も ど

1 ＝ 4 － 3×1 ＝ 4－( )×1 ←②より

＝ 4×9 ＋ 35×(－1) ＝( )×9 ＋ 35×(－1) ←①より

＝ 144×9 ＋ 35×( )

互除法の計算を利用すると，整数 a, bの最大公約数を a, bの式で表 すことができる。
ご じょ ほう け いさん り よ う せ いすう さ いだい こうや くす う しき あらわ

a, bが互いに素であるとき，a x＋ b y＝ 1 となる整数 x, y が存在する。
たが そ せいす う そんざ い

両辺に c をかけると，a ( )＋ b ( ) ＝ c となる。よって，次のことがいえる。
り ょうへ ん つぎ

「a, b が互いに素であるとき，a x＋ b y ＝ c となる整数 x , yが存在する。」
たが そ せい すう そ んざい

問題 B ユーグリッドの互除法を用いて，144 と 126の最大公約数 dを求めよ。
ご じ ょほう もち さ いだい こう やくす う もと

また，dを 144 の整数倍と 126の整数倍の和として表 せ。
せいす うばい せ いすう ばい わ あ らわ



数学Ａ １次不定方程式 ( )年( )組( )番( )
じ ふ てい ほう ていし き

1次不定方程式
じ ふ て い ほ う て い し き

a, b, cを整数の定数で，a ≠ 0, b ≠ 0 とする。x , y の 1次方程式「a x＋ b y＝ c」を
せ いすう て いす う じ ほ うてい しき

成り立たせる整数 x , yの組を , この方程式の( )という。この方程式の整数解
な た せ いすう くみ ほ うてい しき ほ うて いしき せいす うかい

を求めることを 1次不定方程式を( く)という。
も と じ ふ てい ほうて いし き

方程式 x－ 2y＝ 0 の解を x＝ 0, 1, 2,
ほ うて いしき か い

x 0 1 2 3 4 ･･･3, 4, ･･･と変えながら yの値を求める。
か あ たい も と

方程式を満たす整数解は ( , ),
ほうて いし き み せい すう かい

y ･･･

( , ), ( , )など無数である。
む す う

問題 A 方程式 x＋ 2y＝ 1 の解の表 を作りなさい。
ほ うてい しき かい ひ ょう つ く

x －4 －3 －2 －1 0 1 2 3 4

y

1次不定方程式 a x＋ b y＝ 0の解法
じ ふ て い ほ う て い し き か い ほ う

3 x－ 2 y＝ 0 の解を求める。移項すると ( 3 x ＝ ) になる。
かい も と い こ う

3 x は( の倍数)である。2 y は( の倍数) である。
ば いす う ば いす う

したがって，3 xは( の倍数)であり，( の倍数)であるので，( の倍数)になる。
ばい すう ば いすう ばい すう

整数 k を用いると，3 x ＝( k ) , 2 y ＝( k )と表 すことができる。
せい すう もち あ らわ

よって，3 x－ 2 y＝ 0 のすべての解は ( x ＝ k , y ＝ k ) (k は整数) になる。
か い せい すう

問題 B 次の不定方程式のすべての解を求めなさい。
つ ぎ ふ て いほ うてい しき か い もと

(1) 4 x－ 7 y＝ 0 (2) 3 x＋ 5 y＝ 0

1次不定方程式 a x＋ b y＝ 1 の解法
じ ふ て い ほ う て い し き か い ほ う

4 x－ 3 y＝ 1 の解を求める。( x＝ 1，y＝ )が整数解の一つになる。 ※特殊解
か い もと せい すう かい と くし ゅかい

よって，( 4 × － 3 × ＝ 1 ) になる。

元の式から引くと 4 ( x － )－ 3 ( y－ )＝ 0 になる。
もと しき ひ

4 ( x － )＝ 3 ( y － )となり，3 と 2 は互いに素であるから，整数 k を用いると
た が そ せい すう もち

4 ( x － )＝( k ) , 3 ( y － )＝( k ) と 表すことができる。
あら わ

すべての解は( x ＝ k , y ＝ k ) (k は整数) になる。 ※一般解
かい せいす う い っぱ んかい

1次不定方程式 a x＋ b y＝ c の解法
じ ふ て い ほ う て い し き か い ほ う

3 x－ y＝ 2 の解を求めるには， 3 x－ y＝ 1 の整数解の一つを求める。
かい もと せいす うかい もと

3 x－ y＝ 1 は( x＝ 1，y＝ )が整数解の一つになる。
せ いすう かい

よって，( 3 × － 1 × ＝ 1 ) 両辺を 2倍すると( 3 × － 1 × ＝ 2 )
り ょうへ ん ば い

この式を 3 x－ y＝ 2 から引くと，3 ( x － )－( y － )＝ 0 になる。
しき ひ

3 ( x － )＝( y － )となり，3 と 1 は互いに素であるから，整数 k を用いると
たが そ せ いすう もち

3 ( x － )＝( k ) , ( y － )＝( k ) と表 すことができる。
あらわ

すべての解は( x ＝ k , y ＝ k ) (k は整数) になる。
かい せいす う

問題 C 次の方程式の整数解をすべて求めよ。
つぎ ほ うてい しき せ いす うかい もと

(1) 5 x＋ 2 y＝ 1 (2) 4 x＋ 7 y＝ 5


