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・微分の計算方法
・微分の意味
・需要の価格弾力性①
・需要の価格弾力性②

今回 は…（第２講）



・ 数学の復習①
（１）傾き
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𝒚

𝒙

𝟑

⇒ 右に１進み、上に ２ あがる

傾き ２
𝟏

𝟎 𝟏

𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏

𝟎𝟏

切片傾き

𝟏𝟑
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（２）微分
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𝒚 = 𝟒𝒙 𝟑

Step1 かける

Step2 ひく１

𝒙でビブン 𝒚′ = 𝟒 × 𝟑𝒙𝟑−𝟏

：𝒚 = ⋯を𝒙でビブン
𝒅𝒚

𝒅𝒙

= 𝟏𝟐𝒙𝟐
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𝒚 = 𝒂𝒙𝒃のとき

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝒂𝒃𝒙𝒃−𝟏
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・ 𝒚 = 𝒂𝒙
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝒂

𝒚 = 𝟓𝒙
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟓

・ 𝒚 = 𝒂
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟎

𝒚 = 𝟐
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟎
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例 𝒚 = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 + 𝟏

= 𝟐𝒙 + 𝟑
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+ 𝟑 + 𝟎
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟏 × 𝟐𝒙𝟐−𝟏



微分とは、
傾きを求めること
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（接線の）
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𝒚 = 𝟐𝒙 + 𝟏

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟐 + 𝟎

傾き

傾き
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= 𝟐



・ 𝒚 = 𝟓
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𝒚

𝒙

𝟓
𝒚 = 𝟓 →

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟎

傾き
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・ 𝒚 = 𝒙𝟐
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𝒚

𝒙
𝟓

𝒚 = 𝒙𝟐 →
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟐𝒙

傾き𝟏𝟎

𝟎
傾き𝟎

𝒙 = 𝟎のとき
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟐 ∙ 𝟎 = 𝟎

𝒙 = 𝟓のとき
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟐 ∙ 𝟓 = 𝟏𝟎

傾き

傾き
© 2020 Shinya Kato



正確には、
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𝒚

𝒙
𝟎 𝟓

𝒚 = 𝒙𝟐

接線

接線の傾き𝟏𝟎
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𝒚

𝒙

𝟑𝟔

𝟐𝟓

𝟎 𝟓

𝟏𝟎

𝒚 = 𝒙𝟐

接線

接線の傾き𝟏𝟎

𝟔

𝟏(誤差)

（やや難）
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「変化分」を表す

𝒙 = 𝟓 → 𝟔：∆𝒙 = 𝟏
デルタ

𝒚 = 𝟐𝟓 → 𝟑𝟔：∆𝒚 = 𝟏𝟏

（やや難）
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𝒚

𝒙

𝟑𝟔

𝟐𝟓

𝟎 𝟓

𝒚 = 𝒙𝟐

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟏𝟎

𝟔
∆𝒙

∆𝒚

∆𝒚

∆𝒙
=
𝟏𝟏

𝟏
= 𝟏𝟏

（やや難）
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よって、

∆𝒚

∆𝒙
≒
𝒅𝒚

𝒅𝒙
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・ 需要の価格弾力性𝜺𝑫
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elasticity e → 𝜺

への の影響度

イプシロン・ディー
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𝑷

𝒙

(必需品)

𝜺𝑫が小さい
値上げ

影響 小

𝑫

奢侈品
しゃ し
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・ 𝜺𝑫の式（その１）
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𝜺𝑫 = −

∆𝒙
𝒙
∆𝑷
𝑷
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・ 𝜺𝑫の式（その２）
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= −
∆𝒙

𝒙
÷
∆𝑷

𝑷
𝜺𝑫 = −

∆𝒙
𝒙
∆𝑷
𝑷

= −
∆𝒙

∆𝑷
∙
𝑷

𝒙

≒ −
𝒅𝒙

𝒅𝑷
∙
𝑷

𝒙
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𝑷 = 𝟏𝟎𝟎円 → 𝟏𝟏𝟎円 ：𝟏𝟎%↑

⇒
∆𝑷

𝑷
=
𝟏𝟏𝟎 − 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟏 𝟏𝟎%

𝑷 = 𝟏𝟏𝟎円 → 𝟏𝟐𝟏円 ：𝟏𝟎%↑

⇒
∆𝑷

𝑷
=
𝟏𝟐𝟏 − 𝟏𝟏𝟎

𝟏𝟏𝟎
= 𝟎. 𝟏 𝟏𝟎%

変化前
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𝜺𝑫 = −

∆𝒙
𝒙
∆𝑷
𝑷

= −
−𝟎. 𝟐

𝟎. 𝟏
= 𝟐

← 数量の変化率

← 価格の変化率

需要量, 購入量

← 𝒙：𝟐𝟎%↓

← 𝑷：𝟏𝟎%↑
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需要の価格弾力性𝜺𝑫
価格が１%上昇したときに

需要量が何%減少するか
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（購入量）
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𝑷

𝒙

𝟏%↑

イメージ

𝑫

𝟑%↓

𝜺𝑫 = 𝟑
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𝑷

𝒙
𝟏𝟎こ 𝟏𝟔こ

𝟏𝟎𝟎円

𝟖𝟎円

例題
（１）２点間の𝜺𝑫
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=
𝟑

𝟓
÷
𝟏

𝟓

𝜺𝑫 = −

∆𝒙
𝒙
∆𝑷
𝑷

= −

𝟏𝟔 − 𝟏𝟎
𝟏𝟎

𝟖𝟎 − 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟎

= −

𝟑
𝟓

−
𝟏
𝟓

= 𝟑
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𝑷

𝒙
𝟐

𝟔

𝟓

（２）𝑫曲線上の１点の𝜺𝑫

𝒙 = −𝟐𝑷 + 𝟏𝟐

(𝑷 = −
𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟔)

𝑨

𝑫 →
𝒅𝒙

𝒅𝑷
= −𝟐.
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𝜺𝑫 = −
𝒅𝒙

𝒅𝑷
∙
𝑷

𝒙

= − −𝟐 ∙
𝟓

𝟐
= 𝟓

点𝑨における𝜺𝑫は、
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・効用最大化（第３～５講）
（需要曲線についてのお話）

・予算線と無差別曲線
（効用最大化の準備です）

次回 は…（第３講）


