
第４章「関係」の問題

例題４－１ A = {山, 川, 海 }, B = {動, 静 }のとき直積集合A × B

と B × Aをかきなさい.

（例題４－１の解答）

A × B = {(山,動), (山,静), (川,動), (川,静), (海,動), (海,静)}
B × A = {(動,山), (動,川), (動,海), (静,山), (静,川), (静,海)}

類題４－１ A = {a, b, c}, B = {1, 2}のとき, 直積集合A × B,

B × A, B × Bをかきなさい.

（類題４－１の解答）

A × B = {(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)}
B × A = {(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)}
B × B = {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)}

例題４－２ A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, B = {−4, −3, −2, −1,

0, 1, 2, 3, 4} のとき関係 f : A → B, b = f(a)を “b2 = a”と定めたとき
Gfを集合, 矢線図, 座標図で表しなさい.

（例題４－２の解答）

Gf = {(0, 0), (1,−1), (1, 1), (4,−2), (4, 2), (9,−3), (9, 3)}
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類題４－２ A = {1, 2, 5, 6, 10, 12}上の関係 fを y = f(x) := x|yと
する. Gfを集合, 矢線図, 座標図で表しなさい.

2



（類題４－２の解答）

Gf = {(1, 1), (1, 2), (1, 5), (1, 6), (1, 10), (2, 2), (2, 6),

(2, 10), (5, 5), (5, 10), (6, 6), (6, 12), (10, 10) , (12, 12)}
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例題４－３ N上の関係 b = f(a)を “a + b = 5”とするとき, fは反射
律, 対称律, 反対称律, 推移律のどれをみたすか.
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（例題４－３の解答）
Gf = {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}
f(1) �= 1より反射律はみたさない.

f(1) = 4, f(4) = 1と f(2) = 3, f(3) = 2より対称律をみたす.

f(1) = 4, f(4) = 1 ⇒ 1 �= 4より反対称律はみたさない.

f(1) = 4, f(4) = 1 ⇒ f(1) �= 1より推移律はみたさない.

類題４－３ N上の関係 b = f(a)を “a + 4b = 10”とするとき, fは反
射律, 対称律, 反対称律, 推移律のどれをみたすか.

（類題４－３の解答）
Gf = {(2, 2), (6, 1)}
f(2) = 2であるが, f(6) �= 6より反射律はみたさない.

f(6) = 1であるが f(1)が定義されないので対称律はみたさない.

f(2) = 2より反対称律をみたす.

f(2) = 2より推移律をみたす.

例題４－４ A = {a, b, c, d, e , f}について次のハッセ図が表している
A上の順序を表しなさい.

a

b f

c

d

e

（例題４－４の解答）

a � a, b � a, b � b, b � c, b � d, c � c, c � d,

d � d, e � e, e � d, f � f, f � c, f � d, f � e

類題４－４ A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12}, b � aを “bは aの倍
数”としたときのハッセ図をかきなさい.
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（類題４－４の解答)
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例題４－５ A = {a, b, c}としたときAの分割Ωのうち空集合を要素に
もたないものを全て求めよ.

（例題４－５の解答）

{{a}, {b}, {c}}, {{a}, {b, c}}, {{b}, {a, c}}, {{c}, {a, b}},
{{a, b, c}}

類題４－５ A = {a, b, c, d}としたときAの分割Ωのうち空集合を要
素にもたないものを全て求めよ.

（類題４－５の解答）

{{a}, {b}, {c}, {d}}, {{a}, {b}, {c, d}}, {{a}, {c}, {b, d}},
{{a}, {d}, {b, c}}, {{b}, {c}, {a, d}}, {{b}, {d}, {a, c}},
{{c}, {d}, {a, b}}, {{a}, {b, c, d}}, {{b}, {a, c, d}},
{{c}, {a, b, d}}, {{d}, {a, b, c}}, {{a, b}, {c, d}}
{{a, c}, {b, d}}, {{a, d}, {b, c}}, {{a, b, c, d}}

例題４－６ A = {x|xは尾上の講義を履修している }としたとき A上
の同値関係の例を一つあげなさい.
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（例題４－６の解答）
b = f(a)を “aは bと同じ月生まれ,” とすれば fは同値関係.

類題４－６ 例題４－６の A上の同値関係で解答とは異なる例をあげ
なさい.

（類題４－６の解答）
b = f(a)を “aは bと同じ都道府県生まれ,” とすれば fは同値関係.

例題４－７ 例題４－６について尾上は 12月生まれだとする. [尾上]は
何を意味しているか答えなさい.

（例題４－７の解答）
[尾上] = {履修者のうち 12月生まれの者 }

類題４－７ 類題４－７において, 同値類のうち一つを挙げ何を意味し
ているか答えなさい.

（類題４－７の解答）
[尾上] = {広島県生まれの者 }

例題４－８ A = {1, 2, 3}, B = {a, b}, C = {x, y, z}, f : A →
B, g : B → C, Gf = {(1, a), (1, b), (2, a)}, Gg = {(a, y), (b, x)}の
ときGg◦fを求めよ.

（例題４－８の解答）
{(1, y), (1, x), (2, y)}

類題４－８ A = {1, 2, 3}, B = {a, b, c}, C = {x, y, z}とし ,

f : A → B, g : B → C,

Gf = {(1, b), (1, c), (2, a), (3, c)}
Gg = {(a, x), (a, y), (b, y), (b, z), (c, x)}

とするとき, Gg◦fを求めなさい.

（類題４－８の解答）
Gg◦f = {(1, y), (1, x), (2, x), (2, y), (3, x)}
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例題４－９ A = {−3, − 2, − 1, 0, 1, 2, 3}, B = {0, 1, 4, 9}, 関係
f : A → B, b = f(a)を “a2 = b”とする. このときGf と Gf−1を表しな
さい.

（例題４－９の解答）

Gf = {(−3, 9), (−2, 4), (−1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9)}
Gf−1 = {(9, − 3), (9, 3), (4, − 2), (4, 2), (1, − 1), (1, 1),

(0, 0)}

類題４－９ A = {1, 2, 5, 6, 10, 12}上の関係 fを y = f(x) := x|yと
する. このときGfと Gf−1を表しなさい.

（類題４－９の解答）

Gf = {(1, 1), (1, 2), (1, 5), (1, 6), (1, 10), (2, 2), (2, 6),

(2, 10), (5, 5), (5, 10), (6, 6), (6, 12), (10, 10),

(12, 12)}
Gf−1 = {(1, 1), (2, 1), (2, 2), (5, 1), (5, 5), (6, 1), (6, 2),

(6, 6), (10, 1), (10, 2), (10, 5), (10, 10), (12, 1),

(12, 2) , (12, 6), (12, 12)}
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