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１１： 行列と一次変換                                   講義日：      月      日 
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問１： 次の点が回転移動した後の点の座標を求めよ． 

(1) 点 (2,−3) を原点を中心に，
π

4
 回転移動させた点の座標 

求める座標を (𝑋, 𝑌) とすると， 
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(2) 点 (𝑎, 𝑏) を原点を中心に，
5π

6
 回転移動させた点の座標 

求める座標を (𝑋, 𝑌) とすると， 

(
𝑋
𝑌
) = (

cos (
5𝜋

6
) − sin (

5𝜋

6
)

sin (
5𝜋

6
) cos (

5𝜋

6
)

)(
𝑎
𝑏
) =

(

 
 −

√3

2
−
1

2
1

2
−
√3

2 )

 
 
(
𝑎
𝑏
) =

(

 
 
−√3𝑎 − 𝑏

2
𝑎 − √3𝑏

2 )

 
 

 

(  
−√3𝑎−𝑏

2
  ,

𝑎−√3𝑏

2
 ) 

(3) 点 (4, 5) を点 (3, 4) を中心に，  
π

2
 回転させた点の座標 

求める座標を (𝑋, 𝑌) とする． 

まず，点(3, 4) を原点に移す平行移動により， 

点 (4, 5) が移される点 ( 𝑥′, 𝑦′)を求める． 
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次に，原点の周りに点 ( 𝑥′, 𝑦′ ) を  
π

2
 回転させた点 (𝑋′, 𝑌′) を求める． 
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最後に，求めた点 (𝑋′, 𝑌′) を平行移動させ，点 (𝑋, 𝑌) を求める． 
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問２：次の行列 𝐀 を求めよ． 

(1) (0, 1) を (−1, 1) に，(1, 0) を (3, 4) に移す 1次変換行列 𝐀 

𝐀 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) とおく． この一次変換行列は， 

(0, 1) を (−1, 1) に移すことから， 
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したがって， 𝑏 = −1，𝑑 = 1 

同様に，(1, 0) を (3, 4) に移すことから， 
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(2) (8, 2) を (18, 78) に，(−2, 2) を (−2,−12) に移す 1次変換行列 𝐀 

𝐁 = (
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) とおく．この一次変換行列は， 

(8, 2) を (18, 78) に移すことから， 
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したがって， 

 {
  4𝑎 + 𝑏 = 9 …①

  4𝑐 + 𝑑 = 39 …②
 

同様に，(−2, 2) を (−2,−12) に移すことから， 
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したがって， 

 {
𝑎 − 𝑏 = 1 …③

  𝑐 − 𝑑 = 6  …④
 

以上の①～④の連立方程式を解いて 𝑎，𝑏，𝑐，𝑑 を求める． 

 

式①，③の連立方程式を解くと，𝑎 = 2 , b = 1 

式②，④の連立方程式を解くと，𝑐 = 9，𝑑 = 3  
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問３： 次の方程式を求めよ． 

(1) 直線 4𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0 を原点を中心に，
π

6
 回転した直線の方程式 

点 (𝑥, 𝑦) を原点中心に 
π

6
 回転した点を (𝑋, 𝑌) とする． 
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𝑹 の逆行列を用いて与式を (𝑥, 𝑦) に関する式に変形する． 
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よって， 
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これを 4𝑥 + 2𝑦 + 3 = 0 に代入すると， 
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 (2√3 − 1)𝑋 + (2 + √3)𝑌 + 3 = 0  

 したがって，  

 (2√3 − 1)𝑥 + (2 + √3)𝑦 + 3 = 0  

(2√3 − 1)𝑥 + (2 + √3)𝑦 + 3 = 0 
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青線：回転前 赤線：回転後

図1. 問3(1)における直線の方程式の描画結果



(2) 曲線 𝑥2 + √3𝑥 + 𝑦2 − 𝑦 = 7 を原点を中心に，
π

3
 回転した曲線の方程式 

点 (𝑥, 𝑦) を原点中心に 
π

3
 回転した点を (𝑋, 𝑌) とする． 
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𝑹 の逆行列を用いて与式を (𝑥, 𝑦) に関する式に変形する． 
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 これを 𝑥2 + √3𝑥 + 𝑦2 − 𝑦 = 7 に代入すると， 
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 両辺を整理すると， 
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【補足資料】 

  問 3において各方程式を描画すると，以下の図のようになる． 

 

 

 

 

青線：回転前 赤線：回転後

図1. 問3(1)における直線の方程式の描画結果

青線：回転前 赤線：回転後

図2. 問3(2)における曲線の方程式の描画結果


