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■解説□

（１）　くじはすべて区別できると考える．

　　 11本のくじから 2本を引く場合の数は，11C2 =
11 · 10
2 · 1

（通り）

　　このうち，3本の当たりくじから 2本を引く場合の数は，3C2 =
3 · 2
2 · 1

（通り）

　　よって，求める確率は，

　　　　　　 3C2

11C2
=

3 · 2
11 · 10

=
3

55
���ア

（２）　　　 4x + 2x+1 − 8− 16 · 2−x = (2x)2 + 2 · 2x − 8− 16 · 1

2x

= X2 + 2X − 8− 16

X
�����������������イ

　　したがって，

　　　　　　 X2 + 2X − 8− 16

X
= 0

　　　　　　
X3 + 2X2 − 8X − 16

X
= 0

　　　　　　
(X + 2)(X + 2

√
2)(X − 2

√
2)

X
= 0

　　 X = 2x > 0より，X = 2
√
2

　　よって，x =
3

2
��ウ

 

 



（３）　両辺に (x+ 1)(x− 1)2 を掛けて整理すると，

　　　　　　 3x2 − 2x+ 4 = (A+B)x2 + (−2A+ C)x+A−B + C 　……①

　　「与式が恒等式になる（……②）」ことと，「与式の分母が 0にならないようなあらゆる xに対

　　　して①が成り立つ」ことは同値であるが，与式の分母が 0にならないような xは無数にあるの

　　　で，結局①が恒等式であることと②は同値である．よって①の両辺を係数比較すると，

　　　　





3 = A+B

−2 = −2A+ C

4 = A−B + C

　　これを解くと，A =
9

4
��エ

，B =
3

4
��オ

，C =
5

2
��カ

（４）　点 z は単位円上を動くから，|z| = 1（……③）

　　 w = i(2z + 3)から，

　　　　　　 z =
w − 3i

2i

　　これを③に代入すると，

　　　　　　
∣∣∣∣
w − 3i

2i

∣∣∣∣ = 1

　　　　　　
|w − 3i|
|2i|

= 1

　　 |2i| = 2|i| = 2であるから，

　　　　　　 |w − 3i| = 2

　　よって，点 w は点 3i
��キ

を中心とする半径 2
�ク
の円をえがく．
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〔３〕
（１） ア 　 2　　 イ 　 4　　 ウ 　 8　　
（２） エ 　 sin 2x+ x　　 オ 　 π

3
　　 カ 　 π

6
　　

（３） キ 　 4 sinx− 8
3
sin3 x

(
もしくは 2 sinx+ 2

3
sin 3x

)
　　 ク 　 4

(√
2− 1

)
3

　　

�解説�

（１）　　　　 f2 (x) =
sin 2x
sinx

= 2 sinx cosx
sinx

= 2
�ア

cosx

　　　　 f3 (x) =
sin 3x
sinx

= 3 sinx− 4 sin3 x
sinx

= 3− 4 sin2 x = 3− 4
(
1− cos2 x

)
= 4

�イ
cos2 x− 1

　　　　 f4 (x) =
sin 4x
sinx

= 2 sin 2x cos 2x
sinx

= 4 sinx cosx cos 2x
sinx

= 4 cosx
(
2 cos2 x− 1

)
= 8

�ウ
cos3 x− 4 cosx

（２）f3 (x) = 4 cos2 x− 1より，

　　　　
∫

f3 (x) dx =

∫ (
4 cos2 x− 1

)
dx =

∫ (
4 · 1 + cos 2x

2
− 1

)
dx

=

∫
(2 cos 2x+ 1) dx = sin 2x+ x

��������エ
+ C (C は積分定数)

π
2

� 3x � 3
2
π より，曲線 C3：y = sin 3x

sinx

(
π
6

� x � π
2

)
と x軸の交点の x座標を求め

ると，
　　　　 sin 3x = 0

　　　　 3x = π 　　 ∴ x = π
3

よって，求める交点の座標は，
(
π
3
��オ

，0
)

π
6

π
3

π
2

y = f3 (x)

x

y

O

次に， π
6

� x � π
2
において，常に sinx > 0であり，sin 3xは

　　　　 π
6

� x � π
3
のとき，sin 3x � 0

　　　　 π
3

� x � π
2
のとき，sin 3x � 0

であるので，曲線 C3，x軸および直線 x = π
6
で囲まれた部分の

面積は，

　　　　
∫ π

3

π
6

f3 (x) dx =

[
sin 2x+ x

]π
3

π
6

= sin 2
3
π + π

3
− sin π

3
− π

6
= π

6
��カ

 

 



（３）f4 (x) = 8 cos3 x− 4 cosxより，

　　　　
∫

f4 (x) dx =

∫
4 cosx

(
2 cos2 x− 1

)
dx =

∫
4 cosx

(
1− 2 sin2 x

)
dx

=

∫ (
4 cosx− 8 sin2 x cosx

)
dx = 4 sinx− 8

3
sin3 x

���������������キ

+C ′ (C ′は積分定数)

2
3
π � 4x � 2π より，曲線 C4：y = sin 4x

sinx

(
π
6

� x � π
2

)
と x軸の交点の x座標を求め

ると，
　　　　 sin 4x = 0

π
6
π
4

π
2

y = f4 (x)

x

y

O

　　　　 4x = π，2π 　　 ∴ x = π
4
， π

2

よって，交点の座標は，
(
π
4
, 0

)
，
(
π
2
, 0

)

次に， π
6

� x � π
2
において，常に sinx > 0であり，sin 4xは

　　　　 π
6

� x � π
4
のとき，sin 4x � 0

　　　　 π
4

� x � π
2
のとき，sin 4x � 0

であるので，曲線 C4 と x軸で囲まれた部分の面積は，

　　　　　
∫ π

2

π
4

{−f4 (x)} dx

　　　　 =

[
− 4 sinx+ 8

3
sin3 x

]π
2

π
4

　　　　 = −4 sin π
2

+ 8
3
sin3 π

2
+ 4 sin π

4
− 8

3
sin3 π

4

　　　　 = −4 + 8
3

+ 4√
2

− 8
3

·
(

1√
2

)3

　　　　 = − 4
3

+ 2
√
2− 2

√
2

3
=

4
(√

2− 1
)

3
����������ク

別解（ キ および ク の導出過程）

f4 (x) = 8 cos3 x− 4 cosx = 8
(
3
4
cosx+ 1

4
cos 3x

)
− 4 cosx = 2 cosx+ 2 cos 3xより，

　　　　
∫

f4 (x) dx =

∫
(2 cosx+ 2 cos 3x) dx = 2 sinx+ 2

3
sin 3x

���������������キ

+C ′ (C ′は積分定数)

であり，求める面積は，

　　　　
∫ π

2

π
4

{−f4 (x)} dx =

[
− 2 sinx− 2

3
sin 3x

]π
2

π
4

= −2 sin π
2

− 2
3
sin 3

2
π + 2 sin π

4
+ 2

3
sin 3

4
π

= −2 + 2
3

+
√
2 +

√
2
3

=
4
(√

2− 1
)

3
����������ク

 

 



〔４〕
■解答例□
(1)

A B

O

D

2 4

1© 3©

　 #   »

AB =
#»

b − #»a より，
| #   »

AB| = 5

| #»

b − #»a | = 5

　両辺正より，両辺を 2乗すると，| #»a | = 2，| #»

b | = 4なので，
| #»

b − #»a |2 = 25

| #»

b |2 − 2 #»a · #»

b + | #»a |2 = 25

16− 2 #»a · #»

b + 4 = 25

2 #»a · #»

b = −5

#»a · #»

b = −5

2
���

· · · · · · 1©

　次に，点 Dは辺 ABを 1 : 3に内分する点なので，
#    »

OD =
3

4
#»a +

1

4

#»

b · · · · · · 2©

　よって，| #»a | = 2，| #»

b | = 4， 1©より

OD = | #    »

OD| = 1

4
|3 #»a +

#»

b |

=
1

4

√
9| #»a |2 + 6 #»a · #»

b + | #»

b |2 =
1

4

√
9 · 4 + 6 ·

(
−5

2

)
+ 16 =

√
37

4
����

· · · · · · 3©

(2) 点 Hは直線 OD上の点なので，実数 k を用いて，
#    »

OH = k
#    »

OD · · · · · · 4©

　よって，AH ⊥ ODより，
#    »

AH · #    »

OD = 0(
#    »

OH− #    »

OA
)
· #    »

OD = 0

#    »

OH · #    »

OD− #    »

OA · #    »

OD = 0

k| #    »

OD|2 − #»a · #    »

OD = 0

　ここで， 2©， 3©を用いると，

 

 



k| #    »

OD|2 − #»a ·
(
3

4
#»a +

1

4

#»

b

)
= 0

37

16
k − 3

4
| #»a |2 − 1

4
#»a · #»

b = 0

　さらに，| #»a | = 2， 1©より
37

16
k − 3

4
· 4− 1

4
·
(
−5

2

)
= 0

37

16
k =

19

8

k =
38

37

　したがって， 2©， 4©より，
#    »

OH =
38

37

(
3

4
#»a +

1

4

#»

b

)
=

57

74
#»a +

19

74

#»

b
����������

(3)

A B

O

D

P
t

1− t

　点 Pは線分 ODを t : 1− tに内分する点なので， 2©より，
#   »

OP = t
#    »

OD · · · · · · 5©

#   »

AP− #    »

AO =
3

4
t #»a +

1

4
t

#»

b

#   »

AP =
3

4
t #»a +

1

4
t

#»

b +
#    »

AO =
3

4
t #»a +

1

4
t

#»

b − #»a =

(
3

4
t− 1

)
#»a +

1

4
t

#»

b

����������������

(4) 5©より，
#   »

AP · #   »

BP =
(

#   »

OP− #    »

OA
)
·
(

#   »

OP− #   »

OB
)
=

(
t

#    »

OD− #»a
)
·
(
t

#    »

OD− #»

b
)

= t2| #    »

OD|2 − t
#    »

OD · #»

b − t
#    »

OD · #»a + #»a · #»

b

　ここで， 1©～ 3©より，
#   »

AP · #   »

BP =
37

16
t2 − t

(
3

4
#»a +

1

4

#»

b

)
· #»

b − t

(
3

4
#»a +

1

4

#»

b

)
· #»a + #»a · #»

b

=
37

16
t2 − 1

4
t| #»

b |2 − 3

4
t| #»a |2 − t #»a · #»

b + #»a · #»

b

　さらに，| #»a | = 2，| #»

b | = 4， 1©より
#   »

AP · #   »

BP =
37

16
t2 − 1

4
t · 16− 3

4
t · 4− t

(
−5

2

)
− 5

2

 

 



=
37

16
t2 − 9

2
t− 5

2
=

37

16

(
t2 − 72

37
t

)
− 5

2
=

37

16

(
t− 36

37

)2

− 37

16

(
36

37

)2

− 5

2

　よって，0 < t < 1なので， #   »

AP · #   »

BPが最小となるときの tの値は t =
36

37
��

である．

　また，このとき， 4©， 5©より，
#   »

PH =
#    »

OH− #   »

OP =
38

37

#    »

OD− 36

37

#    »

OD =
2

37

#    »

OD

　であるので， 3©より，

PH = | #   »

PH| = 2

37
| #    »

OD| = 2

37
·
√
37

4
=

√
37

74
����

 

 


