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問題１
(1)

a2 = −2a1 + 3b1 = −2× 0 + 3× (−2) = −6

b2 = −5a1 + 6b1 = −5× 0 + 6× (−2) = −12

(2)

x1 = −5a1 + 3b1 = −5× 0 + 3× (−2) = −6

(3)

xn+1 = −5an+1 + 3bn+1

= −5 (−2an + 3bn) + 3 (−5an + 6bn)

= 10an − 15bn − 15an + 18bn = −5an + 3bn

= xn

よって、xn = x1 = −6である.

(4) xn = −6 なので, −5an + 3bn = −6 より, 3bn = 5an − 6 であるから,

an+1 = −2an + 3bn = −2an + 5an − 6 = 3an − 6

よって, an+1 − 3 = 3(an − 3) が成立する. 数列 {an − 3} は, 初項 a1 − 3 = −3, 公比 3 の等
比数列であるから, an − 3 = (−3)3n−1 である. これから, an = (−3)3n−1 + 3 = −3n + 3 で
ある.

3bn = 5an − 6 であるから, 3bn = 5 · (−3n + 3)− 6 = (−5) · 3n + 9 となるので,

bn = (−5) · 3n−1 + 3 である.

問題２
(1) 場合分けして書けば，

f(x) =

−(x− 1)(x+ 1) (−1 ≦ x < 1)

(x− 1)(x− 3) (1 ≦ x ≦ 3).

これを用いて f
(
1
2

)
= 3

4 , f(2) = −1.

(2)

g(t) =

∫ 1

−t
(−x2 + 1)dx+

∫ 3t

1
(x2 − 4x+ 3)dx

=

[
−1

3
x3 + x

]1
−t

+

[
1

3
x3 − 2x2 + 3x

]3t
1

=

[
−1

3
t3 + t+

2

3

]
+

[
9t3 − 18t2 + 9t− 4

3

]
=

26

3
t3 − 18t2 + 10t− 2

3
.

よって，g
(
1
3

)
= 26

81 − 2 + 10
3 − 2

3 = 80
81 .



(3)

g′(t) = 26t2 − 36t+ 10 = 2(13t2 − 2 · 9t+ 5),

である．13t2 − 2 · 9t+ 5 = 0の解は，

t =
9±

√
81− 13 · 5
13

=
5

13
, 1, (1)

である．なお，1
3 = 5

15 < 5
13 < 1なので，これら二つの解はいずれも gの定義域に含まれる．

このうち t = 1については g(1) = 26
3 − 18 + 10 − 2

3 = 0 < g(13)なので，これは最大値では
ない．ゆえに gの最大値は

g

(
5

13

)
=

2 · 53

3 · 132
− 18 · 52

132
+

2 · 52

13
− 2

3
=

2 · 52

3 · 132
(5− 27) +

2 · 3 · 52 · 13− 2 · 132

3 · 132
.

これを簡単化すると
2

3 · 132
(−22 · 52 + 3 · 52 · 13− 132) =

2(52 · 17− 132)

3 · 132
=

2(425− 169)

3 · 132
=

512

507
.

以上を下記の増減表にまとめ，gの最大値として t = 5
13 のとき 512

507 を得る．

t 1
3 … 5

13 … 1

g′(t) + + 0 − 0

g(t) 80
81 ↗ 最大 512

507 ↘ 0

問題３

(1) 点 Cは線分 ADを 5 : 4に内分するため, CD =
4

9
ADである. 方べきの定理より, BD2 =

CD ·AD =
4

9
AD2であるから, AD =

3

2
である.

(2) 三角形 BCDと三角形ABDは相似であるから, BC：AB=BD：AD=2：3となり, BC =
4

3
である.

(3) 三角形BCDと三角形ABDは相似であるから, ∠ABD = ∠BCD = 180◦−θ. 余弦定理より,

cos∠ABD =
AB2 +BD2 −AD2

2 ·AB ·BD
=

4 + 1− 9
4

2 · 2 · 1
=

11

16

cos θ = cos (180◦ − ∠ABD) = − cos∠ABD = −11
16 である.

(4) (3)の cos θより, sin θ =
√

1− 121
256 = 3

√
15

16 である. 正弦定理より,

2R =
AB

sin θ
=

2

sin θ

R =
1

sin θ
= 16

√
15

45 .

(5)

S∆ABD =
1

2
·AB ·BD · sin (180◦ − θ) =

1

2
·AB ·BD · sin θ =

3
√
15

16

BC：AB=2：3であるから, S∆BCD =
4

9
S∆ABD となる. S∆ABC = S∆ABD − S∆BCD =

5

9
S∆ABD =

5
√
15

48
である. 三角形ABCの面積と内接円の半径 rは下記の式を満たす.

r

2
(AB +BC + CA) = S∆ABC =

5
√
15

48

r =

√
15

20
である.



問題４

(1) 1個のさいころを繰り返し 3回投げるとき, 目の出方は 63 = 216通りある. abc = 9となる
のは, (a, b, c) = (1, 3, 3), (3, 1, 3), (3, 3, 1)のときであるから, 求める確率は

3

216
=

1

72
.

(2) a+ b+ c = 5となるのは, (a, b, c) = (1, 1, 3), (1, 2, 2), (1, 3, 1), (2, 2, 1), (2, 1, 2), (3, 1, 1) の 6

通りある. よって, 求める確率は
6

216
=

1

36
.

(3) a+ b+ c = 7となるのは,

(a, b, c) = (1, 1, 5), (1, 2, 4), (1, 3, 3), (1, 4, 2), (1, 5, 1), (2, 4, 1), (2, 3, 2), (2, 2, 3), (2, 1, 4),

(3, 3, 1), (3, 2, 2), (3, 1, 3), (4, 2, 1), (4, 1, 2), (5, 1, 1)

の 15通りある. よって, 求める確率は
15

216
=

5

72
.

(4) a = 1のとき, b+ c+ bc = 14より (b, c) = (2, 4), (4, 2).

a = 2のとき, 2(b+ c) + bc = 14より (b, c) = (1, 4), (4, 1).

a = 3のとき, 3(b+ c) + bc = 14となるが, これらを満たす b, cの組はない.

a = 4のとき, 4(b+ c) + bc = 14より (b, c) = (1, 2), (2, 1).

a = 5のとき, 5(b+ c) + bc = 14となるが, これらを満たす b, cの組はない.

a = 6のとき, 6(b+ c) + bc = 14となるが, これらを満たす b, cの組はない.

よって, 求める確率は
6

216
=

1

36
.

(5) a+ b+ c = 7となる事象をA, ab+ bc+ ca = 14となる事象をBとする. このとき, (4)で示
した解答より, B ⊂ Aであることがわかるので,

P (A ∩B) = P (B) =
1

36
, P (A) =

5

72
.

よって, 求める条件付き確率は
P (A ∩B)

P (A)
=

2

5
.


