
第１問 （配点 １５）

 �≦ θ＜ πのとき，方程式

sin��θ＋
π

�
�
�＝ sin�θ ………………………… 

の解を求めよう。以下では，α＝ θ＋ π

� ，β＝�θとおく。このとき，は

sin α＝ sin β ………………………… 

となる。

	 二つの一般角 αと βが等しければ，sin αと sin βは等しい。α＝ βを満たす

θは π

ア
であり，これはの解の一つである。そして，θ＝ π

ア
の

とき

sin��θ＋
π

�
�
�＝ sin�θ＝

� イ

ウ

となる。
（旧数学Ⅱ第１問は次ページに続く。）

旧 数 学 Ⅱ
（全 問 必 答）

「新教育課程履修者」は，選択できません。

― ８０ ― （２６０４―８０）



� 太郎さんと花子さんは，θ＝ π

ア
以外のの解を求める方法について

話している。

太郎：角が等しくなくても，サインの値が等しくなることがあるね。

花子：サインの値が等しくなるのはどんなときか，単位円を用いて考えて

みようか。

Oを原点とする座標平面において，中心が Oで，半径が�の円を Cとす
る。さらに，αの動径と Cとの交点を P，βの動径と Cとの交点を Qとする。
ここで，動径は Oを中心とし，その始線は x軸の正の部分とする。
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が成り立つときに，点 Pと点 Qの間につねに成り立つ関係の記述とし

て，次の�～�のうち，正しいものは エ である。

エ の解答群

� 点 Pと点 Qは同じ点である。

� 点 Pの x座標と，点 Qの x座標が等しい。

� 点 Pの y座標と，点 Qの y座標が等しい。

� 点 Pと点 Qは，原点 Oに関して対称である。

（旧数学Ⅱ第１問は次ページに続く。）

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ８１ ― （２６０４―８１）



� θ≠ π

ア
とする。

● �≦ θ≦ π

� の場合を考える。このとき，�≦ β≦ πであるので，が成

り立つとき，�で考察したことに注意すると，αと βは

α＋ β＝ オ

を満たすことがわかる。これより，�≦ θ≦ π

� のときのの解

θ＝
カ

キク
π

を得る。

●
π

� ＜ θ＜ πの場合を考える。このとき，π＜ β＜�πであるので，が成

り立つとき，�で考察したことに注意すると，αと βは

α＋ β＝ ケ

を満たすことがわかる。これより， π� ＜ θ＜ πのときのの解

θ＝
コサ

シス
π

を得る。
（旧数学Ⅱ第１問は次ページに続く。）

旧数学Ⅱ

― ８２ ― （２６０４―８２）



以上より，�≦ θ＜ πのとき，の解は

θ＝ π

ア
，

カ

キク
π，

コサ

シス
π

である。

オ ， ケ の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

� � � π

� � π � �
� π

	 �π 
 �
� π � �π  �

� π

 �≦ θ＜ πのとき，方程式

cos��θ＋
π

�
�
�＝ cos�θ

の解は

θ＝ π

セ
，
ソタ

チツ
π

である。

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ８３ ― （２６０４―８３）



第２問 （配点 １５）

以下の問題を解答するにあたっては，必要に応じて８８，８９ページの常用対数表

を用いてもよい。

学校の池でメダカを飼うことが決まり，メダカの飼育係になった花子さんは，水

質を良くする効果がある水草 Aを水面に浮かべることにした。一方で，水草 Aが

増えすぎてメダカに悪影響を与えることを心配した花子さんは，水草 Aを定期的

に除去することにし，その作業の計画を立てるために次の基本方針を定めた。

基本方針
● 水草 Aの量を水草 Aが池の水面を覆う面積の割合（％）で測ることにし，こ

の量をもとに作業計画を立てる。
● 作業は正午に行う。

（旧数学Ⅱ第２問は次ページに続く。）

旧数学Ⅱ

― ８４ ― （２６０４―８４）



 水草 Aの増え方を知るために，観測を行った。次の表は，観測を開始した日

を�日目として，�日目，�日目，�日目，�日目の正午に観測した水草 Aの

量を表したものである。

観測日（日目） � � � �

水草 Aの量（％） １７．２ ２２．７ ３０．０ ３９．６

水草 Aの量が�日ごとに何倍に増えるのかを計算して小数第�位を四捨五入

したところ，いずれも１．３２倍であることがわかった。水草 Aの量は，�日ごと

にほとんど同じ倍率で増えていることから，「水草 Aの量は，�日ごとに一定の

倍率で増える」と考え，その倍率を定数 rとした。

観測結果から，�日目の水草 Aの量は�日目の量の１．３２倍になると考えた。

このとき，rは ア ＝１．３２を満たす。log１０１．３２＝ イ であるので

log１０ r＝０． ウエオカ

が得られる。

ア の解答群

� r � r
� 	 �r 
 r３ � ３r � log３ r

イ については，最も適当なものを，次の�～のうちから一つ選べ。

� ０．０８９９ � ０．１２０６ 	 ０．１５２３ 
 ０．２１４８

� ０．２４０５ � ０．３０１０ � ０．３６３６  ０．４７７１

（旧数学Ⅱ第２問は次ページに続く。）

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ８５ ― （２６０４―８５）



 花子さんは，基本方針に次の条件を加えて，作業計画を立てることにした。

条件
● 作業は１４日ごとに行う。
● 作業の後に残す水草 Aの量を，次回の作業までの間に水草 Aの量がつね

に６０％を超えない範囲で，できるだけ多くする。

作業の後に残す水草 Aの量について考える。

作業を行った日を�日目として，次回の作業は１４日目に行う。なお，作業に

かかる時間は考えないものとする。

次のような実数 aを考える。作業の後に残す水草 Aの量を a％としたと

き，１４日目の正午に水草 Aの量がちょうど６０％になる。

このとき，の定数 rを用いると，１４日目の正午に水草 Aの量は aの

キ 倍になるので

a× キ ＝ クケ ………………………… 

が成り立つ。
（旧数学Ⅱ第２問は次ページに続く。）

旧数学Ⅱ

― ８６ ― （２６０４―８６）



の 両 辺 の 常 用 対 数 を と り，で 求 め た log１０ r＝０． ウエオカ と

log１０�＝０．７７８２であることを用いると，log１０a＝ コ となる。

aの決め方から，作業の後に残す水草 Aの量を a％以下にすれば，次回の作

業までの間に水草 Aの量がつねに６０％を超えないことがわかる。a以下で最大

の整数は サシ であることから，花子さんは作業の後に残す水草 Aの量を

サシ ％にすることとした。

キ の解答群

� r � r
１４ � １４r � r１４ � １４r � log１４ r

コ については，最も適当なものを，次の�～	のうちから一つ選べ。

� ０．７７５８ � １．０６７０ � １．０９３４ � １．２１５４

� １．３４１０ � １．４８９４ 
 １．７８０６ 	 ２．４６６６

（旧数学Ⅱ第２問は次ページに続く。）

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ８７ ― （２６０４―８７）



常 用 対 数 表

数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１．０ ０．００００ ０．００４３ ０．００８６ ０．０１２８ ０．０１７０ ０．０２１２ ０．０２５３ ０．０２９４ ０．０３３４ ０．０３７４
１．１ ０．０４１４ ０．０４５３ ０．０４９２ ０．０５３１ ０．０５６９ ０．０６０７ ０．０６４５ ０．０６８２ ０．０７１９ ０．０７５５
１．２ ０．０７９２ ０．０８２８ ０．０８６４ ０．０８９９ ０．０９３４ ０．０９６９ ０．１００４ ０．１０３８ ０．１０７２ ０．１１０６
１．３ ０．１１３９ ０．１１７３ ０．１２０６ ０．１２３９ ０．１２７１ ０．１３０３ ０．１３３５ ０．１３６７ ０．１３９９ ０．１４３０
１．４ ０．１４６１ ０．１４９２ ０．１５２３ ０．１５５３ ０．１５８４ ０．１６１４ ０．１６４４ ０．１６７３ ０．１７０３ ０．１７３２
１．５ ０．１７６１ ０．１７９０ ０．１８１８ ０．１８４７ ０．１８７５ ０．１９０３ ０．１９３１ ０．１９５９ ０．１９８７ ０．２０１４
１．６ ０．２０４１ ０．２０６８ ０．２０９５ ０．２１２２ ０．２１４８ ０．２１７５ ０．２２０１ ０．２２２７ ０．２２５３ ０．２２７９
１．７ ０．２３０４ ０．２３３０ ０．２３５５ ０．２３８０ ０．２４０５ ０．２４３０ ０．２４５５ ０．２４８０ ０．２５０４ ０．２５２９
１．８ ０．２５５３ ０．２５７７ ０．２６０１ ０．２６２５ ０．２６４８ ０．２６７２ ０．２６９５ ０．２７１８ ０．２７４２ ０．２７６５
１．９ ０．２７８８ ０．２８１０ ０．２８３３ ０．２８５６ ０．２８７８ ０．２９００ ０．２９２３ ０．２９４５ ０．２９６７ ０．２９８９
２．０ ０．３０１０ ０．３０３２ ０．３０５４ ０．３０７５ ０．３０９６ ０．３１１８ ０．３１３９ ０．３１６０ ０．３１８１ ０．３２０１
２．１ ０．３２２２ ０．３２４３ ０．３２６３ ０．３２８４ ０．３３０４ ０．３３２４ ０．３３４５ ０．３３６５ ０．３３８５ ０．３４０４
２．２ ０．３４２４ ０．３４４４ ０．３４６４ ０．３４８３ ０．３５０２ ０．３５２２ ０．３５４１ ０．３５６０ ０．３５７９ ０．３５９８
２．３ ０．３６１７ ０．３６３６ ０．３６５５ ０．３６７４ ０．３６９２ ０．３７１１ ０．３７２９ ０．３７４７ ０．３７６６ ０．３７８４
２．４ ０．３８０２ ０．３８２０ ０．３８３８ ０．３８５６ ０．３８７４ ０．３８９２ ０．３９０９ ０．３９２７ ０．３９４５ ０．３９６２
２．５ ０．３９７９ ０．３９９７ ０．４０１４ ０．４０３１ ０．４０４８ ０．４０６５ ０．４０８２ ０．４０９９ ０．４１１６ ０．４１３３
２．６ ０．４１５０ ０．４１６６ ０．４１８３ ０．４２００ ０．４２１６ ０．４２３２ ０．４２４９ ０．４２６５ ０．４２８１ ０．４２９８
２．７ ０．４３１４ ０．４３３０ ０．４３４６ ０．４３６２ ０．４３７８ ０．４３９３ ０．４４０９ ０．４４２５ ０．４４４０ ０．４４５６
２．８ ０．４４７２ ０．４４８７ ０．４５０２ ０．４５１８ ０．４５３３ ０．４５４８ ０．４５６４ ０．４５７９ ０．４５９４ ０．４６０９
２．９ ０．４６２４ ０．４６３９ ０．４６５４ ０．４６６９ ０．４６８３ ０．４６９８ ０．４７１３ ０．４７２８ ０．４７４２ ０．４７５７
３．０ ０．４７７１ ０．４７８６ ０．４８００ ０．４８１４ ０．４８２９ ０．４８４３ ０．４８５７ ０．４８７１ ０．４８８６ ０．４９００
３．１ ０．４９１４ ０．４９２８ ０．４９４２ ０．４９５５ ０．４９６９ ０．４９８３ ０．４９９７ ０．５０１１ ０．５０２４ ０．５０３８
３．２ ０．５０５１ ０．５０６５ ０．５０７９ ０．５０９２ ０．５１０５ ０．５１１９ ０．５１３２ ０．５１４５ ０．５１５９ ０．５１７２
３．３ ０．５１８５ ０．５１９８ ０．５２１１ ０．５２２４ ０．５２３７ ０．５２５０ ０．５２６３ ０．５２７６ ０．５２８９ ０．５３０２
３．４ ０．５３１５ ０．５３２８ ０．５３４０ ０．５３５３ ０．５３６６ ０．５３７８ ０．５３９１ ０．５４０３ ０．５４１６ ０．５４２８
３．５ ０．５４４１ ０．５４５３ ０．５４６５ ０．５４７８ ０．５４９０ ０．５５０２ ０．５５１４ ０．５５２７ ０．５５３９ ０．５５５１
３．６ ０．５５６３ ０．５５７５ ０．５５８７ ０．５５９９ ０．５６１１ ０．５６２３ ０．５６３５ ０．５６４７ ０．５６５８ ０．５６７０
３．７ ０．５６８２ ０．５６９４ ０．５７０５ ０．５７１７ ０．５７２９ ０．５７４０ ０．５７５２ ０．５７６３ ０．５７７５ ０．５７８６
３．８ ０．５７９８ ０．５８０９ ０．５８２１ ０．５８３２ ０．５８４３ ０．５８５５ ０．５８６６ ０．５８７７ ０．５８８８ ０．５８９９
３．９ ０．５９１１ ０．５９２２ ０．５９３３ ０．５９４４ ０．５９５５ ０．５９６６ ０．５９７７ ０．５９８８ ０．５９９９ ０．６０１０
４．０ ０．６０２１ ０．６０３１ ０．６０４２ ０．６０５３ ０．６０６４ ０．６０７５ ０．６０８５ ０．６０９６ ０．６１０７ ０．６１１７
４．１ ０．６１２８ ０．６１３８ ０．６１４９ ０．６１６０ ０．６１７０ ０．６１８０ ０．６１９１ ０．６２０１ ０．６２１２ ０．６２２２
４．２ ０．６２３２ ０．６２４３ ０．６２５３ ０．６２６３ ０．６２７４ ０．６２８４ ０．６２９４ ０．６３０４ ０．６３１４ ０．６３２５
４．３ ０．６３３５ ０．６３４５ ０．６３５５ ０．６３６５ ０．６３７５ ０．６３８５ ０．６３９５ ０．６４０５ ０．６４１５ ０．６４２５
４．４ ０．６４３５ ０．６４４４ ０．６４５４ ０．６４６４ ０．６４７４ ０．６４８４ ０．６４９３ ０．６５０３ ０．６５１３ ０．６５２２
４．５ ０．６５３２ ０．６５４２ ０．６５５１ ０．６５６１ ０．６５７１ ０．６５８０ ０．６５９０ ０．６５９９ ０．６６０９ ０．６６１８
４．６ ０．６６２８ ０．６６３７ ０．６６４６ ０．６６５６ ０．６６６５ ０．６６７５ ０．６６８４ ０．６６９３ ０．６７０２ ０．６７１２
４．７ ０．６７２１ ０．６７３０ ０．６７３９ ０．６７４９ ０．６７５８ ０．６７６７ ０．６７７６ ０．６７８５ ０．６７９４ ０．６８０３
４．８ ０．６８１２ ０．６８２１ ０．６８３０ ０．６８３９ ０．６８４８ ０．６８５７ ０．６８６６ ０．６８７５ ０．６８８４ ０．６８９３
４．９ ０．６９０２ ０．６９１１ ０．６９２０ ０．６９２８ ０．６９３７ ０．６９４６ ０．６９５５ ０．６９６４ ０．６９７２ ０．６９８１
５．０ ０．６９９０ ０．６９９８ ０．７００７ ０．７０１６ ０．７０２４ ０．７０３３ ０．７０４２ ０．７０５０ ０．７０５９ ０．７０６７
５．１ ０．７０７６ ０．７０８４ ０．７０９３ ０．７１０１ ０．７１１０ ０．７１１８ ０．７１２６ ０．７１３５ ０．７１４３ ０．７１５２
５．２ ０．７１６０ ０．７１６８ ０．７１７７ ０．７１８５ ０．７１９３ ０．７２０２ ０．７２１０ ０．７２１８ ０．７２２６ ０．７２３５
５．３ ０．７２４３ ０．７２５１ ０．７２５９ ０．７２６７ ０．７２７５ ０．７２８４ ０．７２９２ ０．７３００ ０．７３０８ ０．７３１６
５．４ ０．７３２４ ０．７３３２ ０．７３４０ ０．７３４８ ０．７３５６ ０．７３６４ ０．７３７２ ０．７３８０ ０．７３８８ ０．７３９６

（旧数学Ⅱ第２問は次ページに続く。）

旧数学Ⅱ

― ８８ ― （２６０４―８８）



数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
５．５ ０．７４０４ ０．７４１２ ０．７４１９ ０．７４２７ ０．７４３５ ０．７４４３ ０．７４５１ ０．７４５９ ０．７４６６ ０．７４７４
５．６ ０．７４８２ ０．７４９０ ０．７４９７ ０．７５０５ ０．７５１３ ０．７５２０ ０．７５２８ ０．７５３６ ０．７５４３ ０．７５５１
５．７ ０．７５５９ ０．７５６６ ０．７５７４ ０．７５８２ ０．７５８９ ０．７５９７ ０．７６０４ ０．７６１２ ０．７６１９ ０．７６２７
５．８ ０．７６３４ ０．７６４２ ０．７６４９ ０．７６５７ ０．７６６４ ０．７６７２ ０．７６７９ ０．７６８６ ０．７６９４ ０．７７０１
５．９ ０．７７０９ ０．７７１６ ０．７７２３ ０．７７３１ ０．７７３８ ０．７７４５ ０．７７５２ ０．７７６０ ０．７７６７ ０．７７７４
６．０ ０．７７８２ ０．７７８９ ０．７７９６ ０．７８０３ ０．７８１０ ０．７８１８ ０．７８２５ ０．７８３２ ０．７８３９ ０．７８４６
６．１ ０．７８５３ ０．７８６０ ０．７８６８ ０．７８７５ ０．７８８２ ０．７８８９ ０．７８９６ ０．７９０３ ０．７９１０ ０．７９１７
６．２ ０．７９２４ ０．７９３１ ０．７９３８ ０．７９４５ ０．７９５２ ０．７９５９ ０．７９６６ ０．７９７３ ０．７９８０ ０．７９８７
６．３ ０．７９９３ ０．８０００ ０．８００７ ０．８０１４ ０．８０２１ ０．８０２８ ０．８０３５ ０．８０４１ ０．８０４８ ０．８０５５
６．４ ０．８０６２ ０．８０６９ ０．８０７５ ０．８０８２ ０．８０８９ ０．８０９６ ０．８１０２ ０．８１０９ ０．８１１６ ０．８１２２
６．５ ０．８１２９ ０．８１３６ ０．８１４２ ０．８１４９ ０．８１５６ ０．８１６２ ０．８１６９ ０．８１７６ ０．８１８２ ０．８１８９
６．６ ０．８１９５ ０．８２０２ ０．８２０９ ０．８２１５ ０．８２２２ ０．８２２８ ０．８２３５ ０．８２４１ ０．８２４８ ０．８２５４
６．７ ０．８２６１ ０．８２６７ ０．８２７４ ０．８２８０ ０．８２８７ ０．８２９３ ０．８２９９ ０．８３０６ ０．８３１２ ０．８３１９
６．８ ０．８３２５ ０．８３３１ ０．８３３８ ０．８３４４ ０．８３５１ ０．８３５７ ０．８３６３ ０．８３７０ ０．８３７６ ０．８３８２
６．９ ０．８３８８ ０．８３９５ ０．８４０１ ０．８４０７ ０．８４１４ ０．８４２０ ０．８４２６ ０．８４３２ ０．８４３９ ０．８４４５
７．０ ０．８４５１ ０．８４５７ ０．８４６３ ０．８４７０ ０．８４７６ ０．８４８２ ０．８４８８ ０．８４９４ ０．８５００ ０．８５０６
７．１ ０．８５１３ ０．８５１９ ０．８５２５ ０．８５３１ ０．８５３７ ０．８５４３ ０．８５４９ ０．８５５５ ０．８５６１ ０．８５６７
７．２ ０．８５７３ ０．８５７９ ０．８５８５ ０．８５９１ ０．８５９７ ０．８６０３ ０．８６０９ ０．８６１５ ０．８６２１ ０．８６２７
７．３ ０．８６３３ ０．８６３９ ０．８６４５ ０．８６５１ ０．８６５７ ０．８６６３ ０．８６６９ ０．８６７５ ０．８６８１ ０．８６８６
７．４ ０．８６９２ ０．８６９８ ０．８７０４ ０．８７１０ ０．８７１６ ０．８７２２ ０．８７２７ ０．８７３３ ０．８７３９ ０．８７４５
７．５ ０．８７５１ ０．８７５６ ０．８７６２ ０．８７６８ ０．８７７４ ０．８７７９ ０．８７８５ ０．８７９１ ０．８７９７ ０．８８０２
７．６ ０．８８０８ ０．８８１４ ０．８８２０ ０．８８２５ ０．８８３１ ０．８８３７ ０．８８４２ ０．８８４８ ０．８８５４ ０．８８５９
７．７ ０．８８６５ ０．８８７１ ０．８８７６ ０．８８８２ ０．８８８７ ０．８８９３ ０．８８９９ ０．８９０４ ０．８９１０ ０．８９１５
７．８ ０．８９２１ ０．８９２７ ０．８９３２ ０．８９３８ ０．８９４３ ０．８９４９ ０．８９５４ ０．８９６０ ０．８９６５ ０．８９７１
７．９ ０．８９７６ ０．８９８２ ０．８９８７ ０．８９９３ ０．８９９８ ０．９００４ ０．９００９ ０．９０１５ ０．９０２０ ０．９０２５
８．０ ０．９０３１ ０．９０３６ ０．９０４２ ０．９０４７ ０．９０５３ ０．９０５８ ０．９０６３ ０．９０６９ ０．９０７４ ０．９０７９
８．１ ０．９０８５ ０．９０９０ ０．９０９６ ０．９１０１ ０．９１０６ ０．９１１２ ０．９１１７ ０．９１２２ ０．９１２８ ０．９１３３
８．２ ０．９１３８ ０．９１４３ ０．９１４９ ０．９１５４ ０．９１５９ ０．９１６５ ０．９１７０ ０．９１７５ ０．９１８０ ０．９１８６
８．３ ０．９１９１ ０．９１９６ ０．９２０１ ０．９２０６ ０．９２１２ ０．９２１７ ０．９２２２ ０．９２２７ ０．９２３２ ０．９２３８
８．４ ０．９２４３ ０．９２４８ ０．９２５３ ０．９２５８ ０．９２６３ ０．９２６９ ０．９２７４ ０．９２７９ ０．９２８４ ０．９２８９
８．５ ０．９２９４ ０．９２９９ ０．９３０４ ０．９３０９ ０．９３１５ ０．９３２０ ０．９３２５ ０．９３３０ ０．９３３５ ０．９３４０
８．６ ０．９３４５ ０．９３５０ ０．９３５５ ０．９３６０ ０．９３６５ ０．９３７０ ０．９３７５ ０．９３８０ ０．９３８５ ０．９３９０
８．７ ０．９３９５ ０．９４００ ０．９４０５ ０．９４１０ ０．９４１５ ０．９４２０ ０．９４２５ ０．９４３０ ０．９４３５ ０．９４４０
８．８ ０．９４４５ ０．９４５０ ０．９４５５ ０．９４６０ ０．９４６５ ０．９４６９ ０．９４７４ ０．９４７９ ０．９４８４ ０．９４８９
８．９ ０．９４９４ ０．９４９９ ０．９５０４ ０．９５０９ ０．９５１３ ０．９５１８ ０．９５２３ ０．９５２８ ０．９５３３ ０．９５３８
９．０ ０．９５４２ ０．９５４７ ０．９５５２ ０．９５５７ ０．９５６２ ０．９５６６ ０．９５７１ ０．９５７６ ０．９５８１ ０．９５８６
９．１ ０．９５９０ ０．９５９５ ０．９６００ ０．９６０５ ０．９６０９ ０．９６１４ ０．９６１９ ０．９６２４ ０．９６２８ ０．９６３３
９．２ ０．９６３８ ０．９６４３ ０．９６４７ ０．９６５２ ０．９６５７ ０．９６６１ ０．９６６６ ０．９６７１ ０．９６７５ ０．９６８０
９．３ ０．９６８５ ０．９６８９ ０．９６９４ ０．９６９９ ０．９７０３ ０．９７０８ ０．９７１３ ０．９７１７ ０．９７２２ ０．９７２７
９．４ ０．９７３１ ０．９７３６ ０．９７４１ ０．９７４５ ０．９７５０ ０．９７５４ ０．９７５９ ０．９７６３ ０．９７６８ ０．９７７３
９．５ ０．９７７７ ０．９７８２ ０．９７８６ ０．９７９１ ０．９７９５ ０．９８００ ０．９８０５ ０．９８０９ ０．９８１４ ０．９８１８
９．６ ０．９８２３ ０．９８２７ ０．９８３２ ０．９８３６ ０．９８４１ ０．９８４５ ０．９８５０ ０．９８５４ ０．９８５９ ０．９８６３
９．７ ０．９８６８ ０．９８７２ ０．９８７７ ０．９８８１ ０．９８８６ ０．９８９０ ０．９８９４ ０．９８９９ ０．９９０３ ０．９９０８
９．８ ０．９９１２ ０．９９１７ ０．９９２１ ０．９９２６ ０．９９３０ ０．９９３４ ０．９９３９ ０．９９４３ ０．９９４８ ０．９９５２
９．９ ０．９９５６ ０．９９６１ ０．９９６５ ０．９９６９ ０．９９７４ ０．９９７８ ０．９９８３ ０．９９８７ ０．９９９１ ０．９９９６

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ８９ ― （２６０４―８９）



第３問 （配点 ２２）

kを�でない実数とし，f（x）を�次関数とする。F（x）と G（x）はどちらも導関数

が f（x）であるような関数で，F（x）は x＝�で極小値�をとり，G（x）は x＝ kで極

大値�をとるとする。

 まず，F（x）＝�x３＋�x２の場合を考える。

F（x）の導関数が f（x）であることから

f（x）＝ ア x２＋ イ x

であり，F（x）は x＝ ウエ で極大値をとる。また，G（x）の導関数が f（x）であ

ることから

G（x）＝ オ x３＋ カ x２＋ C （Cは積分定数）

と表され，G（x）は x＝ キ で極小値をとる。さらに G（x）に関する条件から

C＝ クケ である。

 次に，k＞�の場合を考える。

このとき，F（x）と G（x）に関する条件から，y＝ F（x）のグラフと F（x），

G（x）の極値について調べよう。

� F（x）が x＝�で極小値をとることから，f（�）＝ コ であり，x＝�の

前後で f（x）の符号は サ 。さらに，G（x）が x＝ kで極大値をとることか

ら，f（k）＝ シ であり，x＝ kの前後で f（x）の符号は ス 。した

がって，F（x）の導関数は f（x）であることに注意すると，座標平面において

y＝ F（x）のグラフの概形は セ であることがわかる。

（旧数学Ⅱ第３問は次ページに続く。）
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サ ， ス の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

� 負から正に変わる � 正から負に変わる

� 変わらない

セ については，最も適当なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。な

お，y軸は省略しているが，上方向が正の方向であり，x軸は直線 y＝�を表

している。

x

x

x

x

xx

（旧数学Ⅱ第３問は次ページに続く。）
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� F（x）に関する条件から，すべての実数 xに対して

F（x）＝
ソ

タ
� f（ t）dt

が成り立つ。このことと�の考察により，F（x）の極大値は

チ

ツ
� f（ t）dt

と表され，F（x）の極大値は，関数 y＝ テ のグラフと x軸で囲まれた図

形の ト と等しいことがわかる。

さらに G（x）に関する条件から，F（x）の極大値は，G（x）の ナ と等し

いことがわかる。
（旧数学Ⅱ第３問は次ページに続く。）
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ソ ～ ツ の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

� � � � � k � x

テ の解答群

� f（x） � F（x） � G（x）

ト の解答群

� 面積 � 面積の－�倍

ナ の解答群

� 極小値 � 極大値

� 極小値の－�倍 � 極大値の－�倍

「新教育課程履修者」は，選択できません。
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第４問 （配点 １６）

底面が正方形である直方体に対して，様々な条件のもとで，体積の最大値を求め

ることを考える。x，yを正の実数とし，底面の一辺の長さを x，高さを yとする。

 直方体のすべての辺の長さの和が�であるとき，直方体の体積 Vの最大値を

求めよう。

直方体のすべての辺の長さの和が�であるから，x，yは ア を満たす。

よって，x＞�かつ y＞�から，xのとり得る値の範囲は�＜ x＜
イ

ウ
であ

り，yのとり得る値の範囲は�＜ y＜ エ である。また，体積 Vを xのみの

式で表すと V＝ オ であり，yのみの式で表すと V＝ カ である。

以上から，V＝ オ と V＝ カ のどちらを用いても，体積 Vの最大

値は
キ

クケ
であることがわかる。このときの直方体は コ である。

（旧数学Ⅱ第４問は次ページに続く。）
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ア の解答群

� �x＋ y＝� � �x＋ y＝� � x＋�y＝�

� x＋�y＝� 	 x＋ y＝� 
 �x＋�y＝�

オ の解答群

� －�x３＋�x２ � － �� x３＋�x２ � － �� x
３＋ �� x

２

� －�x３＋ x２ 	 － x３＋ x２ 
 － x３＋ �� x
２

カ の解答群

� �
� y３－�y２＋�y � �

� y３－ �� y２＋ �� y

� �y３－�y２＋ y � y３－ y２＋ �� y

	 y３－�y２＋ y 
 �y３－１６y２＋１６y

コ の解答群

� 立方体

� x：y＝�：�を満たす直方体

� x：y＝�：�を満たす直方体

� x：y＝�：�を満たす直方体

	 x：y＝�：�を満たす直方体

（旧数学Ⅱ第４問は次ページに続く。）
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 底面が正方形である直方体に対して，では次の条件のもとで，方法Ｍを用

いて体積の最大値を求めることができた。

の条件：直方体のすべての辺の長さの和が�である。

方法Ｍ

直方体の体積を xの�次関数または yの�次関数として表し，その最大値

を求める方法

底面が正方形である直方体に対して，の条件を次の各条件，に置き換

えたときの体積を考える。

 直方体の表面積が�である。

 直方体の対角線の長さが�である。

底面が正方形である直方体に対して，各条件，のもとで，方法Ｍを用い

て体積の最大値を求めることができるかどうかの組合せとして，正しいものは

サ である。

� � � �

 できる できる できない できない

 できる できない できる できない

サ の解答群

（旧数学Ⅱ第４問は次ページに続く。）
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直方体の
対角線

参考図

「新教育課程履修者」は，選択できません。
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第５問 （配点 １６）

�ABCにおいて，内角∠Aの二等分線と，頂点 B，Cそれぞれにおける外角の
二等分線の�直線は，�点で交わることが知られている。この点を Pとする。

C
P

A B

参考図

いま，Oを原点とする座標平面において，�点 A，Bの座標はそれぞれ
（－�，�），（�，�）であるとする。また，Sを中心が O，半径が�の円周の y座標
が正の部分とし，点 Cは S上を動くものとする。このとき，∠BAC＝ θとする

と，�＜ θ＜ π

� であることに注意する。

 太郎さんは，Cが S上を動くときの Pの軌跡を考えることにした。

� 直線 APの傾きをmとおくと，m＝ ア であり，直線 APの方程式は

y＝m（x＋�） ………………………… 

となる。また，�ABCの頂点 Bにおける外角の大きさは θ＋ π

� であるか

ら，直線 BPの傾きは イ である。よって，等式

tan（α＋ β）＝ tan α＋ tan β
１－ tan α tan β

により，直線 BPの方程式はmを用いて

y＝ ウ （x－�） ………………………… 

と表せる。
（旧数学Ⅱ第５問は次ページに続く。）
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太郎さんは Pの座標を（x，y）として，Pが直線 APと直線 BP上にあるとい

う条件から，x，yの満たす方程式を求めることにした。

から得られるm＝ y
x＋１ をに代入して整理すると，方程式

x２＋ y２－ エ y－ オ ＝�

が得られる。この方程式が表す図形は，中心が点���， カ �
�，半径が

� キ の円である。この円を Eとする。

ア ， イ の解答群（同じものを繰り返し選んでもよい。）

� tan θ � 	

 tan θ � tan

θ




� tan��θ＋
π



�
�  	


 tan
�
�θ＋

π



�
� � tan��

θ


 ＋
π

�
�
�

ウ の解答群

� m � m＋	 � 
m � 	
m

 ２m＋１

－m � m＋１

１－m � １－m
１＋m � 
m

１－m２

（旧数学Ⅱ第５問は次ページに続く。）

「新教育課程履修者」は，選択できません。

旧数学Ⅱ

― ９９ ― （２６０４―９９）



� 太郎さんと花子さんは，�で得られた円 Eについて話している。

太郎：円 Eが Pの軌跡なのかな。

花子：Pの y座標が�以下になることはないから，Pの軌跡は円 E全体で

はないね。

太郎：そうだね。軌跡は円 Eのどの部分だろう。

花子：ためしに直線 AP上の点が満たす条件を調べてみようか。

�＜ θ＜ π

� に注意すると，直線 APの傾きmがとり得る値の範囲は

ク であることがわかる。よって，から，直線 AP上の y＞�を満た

す点（x，y）について，x，yは ケ を満たす。

E上の点（x，y）のうち， ケ を満たすものすべてを図示すると，

コ の実線部分である。

逆に， コ の実線部分上にある点は，S上の適当な点 Cを選ぶことによ

り，内角∠Aの二等分線と頂点 Bにおける外角の二等分線の交点になること
がわかる。

したがって，Pの軌跡は コ の実線部分である。

ク の解答群

� m＞� � m＞� 	 �＜m＜� 
 �＜m＜�

ケ の解答群

� �＜ x＋�＜ y � �＜ y＜ x＋�

	 �＜�（x－�）＜ y 
 �＜ y＜�（x－�）

（旧数学Ⅱ第５問は次ページに続く。）
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コ については，最も適当なものを，次の�～�のうちから一つ選べ。

2１＋

2１＋

2１＋

5２＋

5２＋

5２＋

x

y

O
－1 1

1

2

1

x

y

O
－1 1

x

y

O
－1 1

1

2

x

y

O
－1 1

x

y

O
－1 1

1

2

x

y

O
－1 1
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 �ABPにおいて，∠BAPの二等分線と頂点 B，Pそれぞれにおける外角の二

等分線の�直線が交わる点を Qとする。Pがで求めた コ の実線部分を

動くとき，Qの軌跡を考える。

Qの座標を（x，y）とおき，直線 AQの傾きをm′とする。直線 BQの傾きは

m′を用いて サ と表される。

Qの軌跡は，直線 BQの方程式にm′＝ シ を代入して得られる x，yの方

程式が表す図形の一部であることがわかる。
（旧数学Ⅱ第５問は次ページに続く。）
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サ の解答群

� m′＋� � m′＋ tan π�

� �
m′ � ２m′＋１

�－m′

	 m′＋１
１－m′ 
 １－m′

１＋m′

�
m′＋ tan π�

１－m′tan π�

�
tan

π

� －m′

１＋m′tan π�

シ の解答群

� y
x－１ � y

x＋１

� y
１－ x � y

x－ tan π�

	 y

x＋ tan π�


 y

tan
π

� － x

「新教育課程履修者」は，選択できません。
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第６問 （配点 １６）

 �次方程式

x４＋ x２＋２４x＋�＝� ………………………… 

を考える。の左辺を�次式の積の形に因数分解することにより，を解いて

みよう。

を次のように変形する。

x４＝－ x２－２４x－� ………………………… 

の左辺に１０x２＋２５を加えると

x４＋（１０x２＋２５）＝��x
２＋ ア �

	
２

となる。の右辺に１０x２＋２５を加えると

－ x２－２４x－�＋（１０x２＋２５）＝�� イ x－ ウ �
	
２

となる。よって，は

�
�x

２＋ ア �
	
２
＝�� イ x－ ウ �

	
２
…………………… 

に変形できる。さらに，�� イ x－ ウ �
	
２
を移項し，因数分解すると，

は

�
�x

２＋ エ x＋ オ �
	
�
�x

２－ カ x＋ キ �
	＝�

に変形できる。

よって，の両辺に１０x２＋２５を加えることにより，の左辺を�次式の積

の形に因数分解することができた。
（旧数学Ⅱ第６問は次ページに続く。）
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以上より，の解は

x＝
クケ ±� コ

�
，

サ ± シ � ス i

�

であることがわかる。
（旧数学Ⅱ第６問は次ページに続く。）
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 をもとに，�次方程式

x４－�x２＋�x－�＝� ………………………… 

を解いてみよう。を次のように変形する。

x４＝�x２－�x＋� ………………………… 

の左辺に着目しよう。tを実数とする。の左辺にある式を加えて，

（x２＋ t）２の形に変形したい。そのためには， セ を加えればよい。

の右辺に着目しよう。�x２－�x＋�＋ セ を実数 α，βを用いて

（αx＋ β）２の形に変形したい。そのためには，�x２－�x＋�＋ セ が�次

式または�次式であることに注意すると，xの方程式

�x２－�x＋�＋ セ ＝� ………………………… 

が ソ をもたなければならない。

が ソ を も つ の は，t＝ タチ の と き で あ る。こ の と き，

�x２－�x＋�＋ セ を（αx＋ β）２の形に変形できる。

以上の考察から，の解は

x＝
ツテ ±�トナ

ニ
，

ヌ ±� ネ i

ノ

であることがわかる。
（旧数学Ⅱ第６問は次ページに続く。）
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セ の解答群

� tx２＋ t２ � �tx２＋ t２ � tx２＋ t４ � �tx２＋ t４

� �tx２＋２５ � �tx２＋	t 
 １０tx２＋２５ � １０x２＋２５t２

ソ の解答群

� 実数解� � 実数解

� 実数解 t � 異なる二つの実数解

� 重解 � 異なる二つの虚数解
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