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令和６年度の本試験 解答 

１  

(1) x 3P3x 2P9xOax0  より 

f(x)xx 3P3x 2P9xOaとする。 

f´(x)x3x2P6xP9x3(x2P2xP3)x3(xO1)(xP3)   

  f´(x)x0 の解は xxP1 , xx3  

  増減表は 

  

x P1 3
f (́x) O 0 P 0 O
f(x) % aO5 & aP27 %

 

  与えられた 3次方程式が異なる３つの実数解をもつためには 

  yxf(x)とx 軸が 3点で交わればよい。 

  aO5u0 かつaP27t0  

P5tat27  

 

 

(2)f(x)xPx2O4x
1R

0
f(t)dtO

2R
0

f(t)dt  

Ax
1R

0
f(t)dt , Bx

2R
0

f(t)dt  とおく。 

f(x)xPx 2O4AxOB 。 

     

Ax
1R

0
f(t)dtx

1R
0

(Pt2O4AtOB)dtx P
t3

3
O2At2OBtÅ Æ1

0
xP 1

3
O2AOB  

  よってAOBx 1
3

 

Bx
2R

0
f(t)dtx

2R
0

(Pt2O4AtOB)dtx P
t3

3
O2At2OBtÅ Æ2

0
xP 8

3
O8AO2B  

  よって8AOBx 8
3

 

  Ax 1
3

, Bx0  

f(x)xPx2O
4
3

x   
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(3)  4ABCにおいて余弦定理より 

   AC 2xAB 2OBC 2P2AB@BCcosBx4 2O32P2@4@3@cosµ  

     x25P24cosµ・・・① 

 

4ADCにおいて余弦定理より 

AC 2xAD 2ODC 2P2AD@DCcosDx42O12P2@4@1@cos(¼Pµ)  

     x17O8cosµ・・・② 

      25P24cosµx17O8cosµ  

        32cosµx8  

   ① ② より cosµx 1
4

 

          AC2x19  よって ACx 19  

  AP : PCx4ABD : 4BCD x 1
2

AB@ADsinA :
1
2

CB@CDsin(¼PA)  

      AB@AD : CB@CD x16 : 3  

      APxAC@ 16
19

x
16 19

19
    

(4) nx1 のとき a2xr(1Pa1)xr(1P 1
3

)x 2
3

r  

  nx2 のとき a3xrf1P(a1Oa2)gxr(1P 1
3

P 2
3

r)x 2
3

r(1Pr)  

  anO1xr(1PSn) より anxr(1PSnP1)  

  nU2 のとき 

  anO1Panxr(S nP1PS n)xPran  

  anO1x(1Pr)an (nU2)  

  これは，第２項から公比(1Pr) の等比数列であることを示している。  

 

  この式がnx1 で成り立つためには、
1
3

(1Pr)x 2
3

r   

  1Prx2r より rx 1
3

  

  0trt1 を満たしている。 

このとき数列fa ng は初項
1
3
公比

2
3
の等比数列である。 
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２  

(1)  OP : PC xs : (1Ps )  より OP xs OC xs c  

 

AQ : QB x t : ( 1Pt ) より  OQx(1Pt) OA Ot OBA x(1Pt) a Ot b   

 

  PQ xOQ POP x(1Pt)aOtbPsc  

 

 

(2)  PQ=OC , PQ=AB より 

   PQ @OC xf (1Pt)aOtb Pscg@cx0  

   (1Pt)a@c Otb@cPs c
2
x0  

a@cxb@cx
1
2

,  c x1 より 

   
1Pt

2
O

t
2

Psx0  

   sx
1
2

 

 

  PQ@AB xf(1Pt)aOtbP
1
2

c g@(bPa)x0  より 

  (1Pt)a@bP(1Pt) a
2
Otb

2
Pta@bP

1
2

b@cO
1
2

c@ax0  

  a@bxb@cxc@ax
1
2

,  a x b x1 , sx
1
2
より 

  
1Pt

2
P(1Pt)OtP

t
2

P
1
4

O
1
4

x0  

  tx
1
2

 

PQx
1
2

aO
1
2

bP
1
2

c  

PQ 2x
1
2

aO
1
2

bP
1
2

c
2

x
1
4

O
1
4

O
1
4

O
2
4

@
1
2

P
2
4

@
1
2

P
2
4

@
1
2

x
1
2  

 

  PQ x
1

2
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(3)  4OAB , 4CAB の重心がそれぞれL , Mだから 

   OLx
OAOOB

3
x

aOb
3

 

   OMx
OCOOAOOB

3
x

aObOc
3

 

   LN: NMxu : (1Pu) より 

 

   ONx(1Pu)OL Ou OM   （0TuT1 ）と表せる。 

     
x(1Pu)

aOb
3

Ou
aObOc

3

x
a
3

O
b
3

O
uc
3

 

 

(4)  
ONx®OPO¯OAO°OBx

®
2

cO¯aO(1P®P¯)b

x¯aO(1P®P¯)bO
®
2

c

x
1
3

aO
1
3

bO
u
3

c

 

a , b , c は一次独立（４点O,A,B,Cは同一平面上にない）から 

   ®x
1
3

, ¯x
1
3

,°x
1
3

     

   ux
1
2
よりLN : NMx1 : 1  

      

(5)  (4) より，ONx
1
3

aO
1
3

bO
1
6

cである。 

4PAB の重心の位置ベクトルは 
OPOOAOOB

3
である。 

   OPOOAOOB
3

x

c
2

OaOb

3
x

1
3

aO
1
3

bO
1
6

cxON
 

   したがってNは4PAB の重心である。 

   L,Nは4OAB と4PAB の重心だからOL : LQxPN : NQx2 : 1  

4QLNx4QOPA
1
9

x(
1
2

OP@PQ)@
1
9

x
1
2

@
1
2

@
1

2
@

1
9

x
2

72
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３  

(1) a Pb x(1 , p) P(q,　P1)　＝（1－q , pO1 )  ，c x(P1 , 1 )  

  ( a Pb )= c  より ( a Pb )@ c xP1OqOpO1x0   

よってpOqx0  ・・・① 

  b Pc x(q, P1)P(P1, 1) x(qO1 , P2 )  

  (b Pc ) k a   より b P c x k a  (k は実数) (qO1 , P2 ) xk (1 , p )  

  qO1xk , P2xkp  つまり (qO1)pxP2 ・・・② 

  ①，②より 

p(PpO1)xP2  

  p 2PpP2x0  

  (pP2)(pO1)x0  

  px2 , qxP2 , kxP1  または pxP1 , qx1 , kx2  

    

px2 , qxP2  このとき ax(1 , 2) , b x (P2 ,P1 )   

             a, b , c はそれぞれ異なるので適する。   

 

pxP1 , qx1  このとき a x(1 , P1 ) , b x ( 1 , P1 )  

a x b となり不適である。 

よって px2 , qxP2  

 

(2) nx1 のとき a2xr(1Pa1)xr(1P 1
3

)x 2
3

r  

  nx2 のとき a3xrf1P(a1Oa2)gxr(1P 1
3

P 2
3

r)x 2
3

r(1Pr)  

  anO1xr(1PSn) より anxr(1PSnP1)  

  nU2 のとき  anO1Panxr(S nP1PS n)xPran  

  anO1x(1Pr)an (nU2)  

  これは，第２項から公比(1Pr) の等比数列であることを示している。  

  この式がnx1 で成り立つためには，
1
3

(1Pr)x 2
3

r   

  1Prx2r より rx 1
3

  

  0trt1 を満たしている。 

このとき数列fa ng は初項
1
3
公比

2
3
の等比数列である。 
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(3) k を整数とする。 

  nx3k のとき， n2x9k 2x3(3k 2)・・・・・・・・・・・・・・・① 

  nx3kO1 のとき，n2x9k 2O6kO1x3(3k 2O2k)O1  ・・・・・②  

  nx3kO2 のとき，n2x9k 2O12kO4x3(3k 2O4kO1)O1 ・・・③ 

   

したがって，n2 を３で割ると，割り切れるか、あるいは１余るかのいずれかだから 

n2 を３で割って２余ることはない。 

 

   

  l およびmが３の倍数でないと仮定する。 

②③より，l2 およびm2 は３で割ると１余る。 

  よってl 2x3sO1 , m 2x3tO1  （s , t は整数）とおけるので   

l 2Om 2x3(sOt)O2 となる。 

つまり，l 2Om 2 は，３で割ると２余る。 

 

  n2 は３で割ると２余ることはないので，l 2Om 2xn 2 は成り立たない。 

 

  したがって，l またはmは３の倍数である。 
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４ 

(1)  cos2xx2cos2xP1x2t2P1           

   cos3xx4cos3xP3cosxx4t3P3t   

 

  
cosxOcos2xOcos3x
xtO(2t2P1)O(4t3P3t)
x4t3O2t2P2tP1

  

  4t3O2t2P2tP1u0  

  (2t2P1)(2tO1)u0  

  ( 2 tO1)( 2 tP1)(2tO1)u0  

  0TxT¼より P1TtT1   

 

  P
1

2
tttP

1
2

,
1

2
ttT1  

  求めるx の範囲は 

    0Txt
¼
4

,
2
3
¼txt

3
4
¼  

    

 

(2)  xxyx0 のとき 

   f(0O0)xf(0)Of(0)   

    よってf(0)x0  

 

   
f (́x)xlim

h!0

f(xOh)Pf(x)
h

xlim
h!0

f(h)
h

xlim
h!0

f(0Oh)Pf(0)
h

xf (́0)x2
 

 

   f´(x)x2 より 

   f(x)x2xOc  （c は定数） 

   f(0)x0 よりcx0  

 

   f(x)x2x  
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(3) 
0R

P1

x2Px4

1Oex dxにおいて，txPx に置換すると 

  積分区間は
x P1 ! 0
t 1 ! 0

 

  dxxPdt   

 

0R
P1

x2Px4

1Oex dxx
0R

1

t2Pt4

1OePt (P1)dtx
1R

0

e t(t2Pt4)
e tO1

dtx
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dx

 

したがって 
0R

P1

x2Px4

1Oex dxx
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dx  

 

1R
P1

x2Px4

1Oex dxx
0R

P1

x2Px4

1Oex dxO
1R

0

x2Px4

1Oex dx   

     x
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dxO

1R
0

x2Px4

1Oex dx  

 

       x
1R

0
(x2Px4)dxx

x3

3
P

x5

5É Ê1

0
x 2

15
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５  

(1)  a Pb x(1 , p) P(q,　P1)　＝（1－q , pO1 )  ，c x(P1 , 1 )  

  ( a Pb )= c  より ( a Pb )@ c xP1OqOpO1x0   

よってpOqx0  ・・・① 

  b Pc x(q, P1)P(P1, 1) x(qO1 , P2 )  

  (b Pc ) k a   より b P c x k a  (k は実数) (qO1 , P2 ) xk (1 , p )  

  qO1xk , P2xkp  つまり (qO1)pxP2 ・・・② 

  ①，②より 

p(PpO1)xP2  

  p 2PpP2x0  

  (pP2)(pO1)x0  

  px2 , qxP2 , kxP1  または pxP1 , qx1 , kx2  

    

px2 , qxP2  このとき ax(1 , 2) , b x (P2 ,P1 )   

             a, b , c はそれぞれ異なるので適する。   

 

pxP1 , qx1  このとき a x(1 , P1 ) , b x ( 1 , P1 )  

a x b となり不適である。 

よって px2 , qxP2  

 

 

(2)  xxyx0 のとき 

   f(0O0)xf(0)Of(0)   

    よってf(0)x0  

 

   
f (́x)xlim

h!0

f(xOh)Pf(x)
h

xlim
h!0

f(h)
h

xlim
h!0

f(0Oh)Pf(0)
h

xf (́0)x2
 

 

   f´(x)x2 より 

   f(x)x2xOc  （c は定数） 

   f(0)x0 よりcx0  

 

   f(x)x2x  
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(3)  
0R

P1

x2Px4

1Oex dxにおいて，txPx に置換すると 

  積分区間は
x P1 ! 0
t 1 ! 0

 

  dxxPdt   

 

0R
P1

x2Px4

1Oex dxx
0R

1

t2Pt4

1OePt (P1)dtx
1R

0

e t(t2Pt4)
e tO1

dtx
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dx

 

したがって 
0R

P1

x2Px4

1Oex dxx
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dx  

 

1R
P1

x2Px4

1Oex dxx
0R

P1

x2Px4

1Oex dxO
1R

0

x2Px4

1Oex dx   

     x
1R

0

ex(x2Px4)
1Oex dxO

1R
0

x2Px4

1Oex dx  

 

       x
1R

0
(x2Px4)dxx

x3

3
P

x5

5É Ê1

0
x 2

15
 

(4)  k を整数とする。 

  nx3k のとき， n2x9k 2x3(3k 2)・・・・・・・・・・・・・・・① 

  nx3kO1 のとき，n2x9k 2O6kO1x3(3k 2O2k)O1  ・・・・・②  

  nx3kO2 のとき，n2x9k 2O12kO4x3(3k 2O4kO1)O1 ・・・③ 

   

したがって，n2 を３で割ると，割り切れるか、あるいは１余るかのいずれかだから 

n2 を３で割って２余ることはない。 

 

   

  l およびmが３の倍数でないと仮定する。 

②③より，l2 およびm2 は３で割ると１余る。 

  よってl 2x3sO1 , m 2x3tO1  （s , t は整数）とおけるので   

l 2Om 2x3(sOt)O2 となる。 

つまり，l 2Om 2 は，３で割ると２余る。 

 

  n2 は３で割ると２余ることはないので，l 2Om 2xn 2 は成り立たない。 

 

  したがって，l またはmは３の倍数である。 
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６ 

(1)  f(x)xx 3P8より 

  f´(x)x3x2  

  接線l n の式は yx3an
2(xPan)O(an

3P8)

x3an
2 x P2an

3P8

 

 

(2)   接線l n とx 軸との交点が xxa nO1  

  0x3an
2 anO1 P2an

3P8  

3an
2 anO1 x2an

3O8  

  a 1u0 だから，a 2u0 , a 3u0 , @ @ @  

  帰納的に a nu0  

  

よって 
a nO1x

2a n
3O8

3a n
2

x 2
3

(a nO 4
a n

2 )

 

 

 

(3)  a nu2 を示す。 

 

   nx1 のとき、 a 1u2 は満たされている。 

   nxk のとき  a ku2 が成り立つと仮定する。 

 

   nxkO1 について 

   

akO1P2x
2ak

3O8
3ak

2 P2

x
2(ak

3P3ak
2O4)

3ak
2

x
2(akP2)2(akO1)

3ak
2 u0

 

 

   よってa kO1u2  

 

   すべての自然数nでa nu2 が成り立つ。 
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(4)  
a nPa nO1xa nP

2a n
3O8

3a n
2

x
a n

3P8
3a n

2 u0

 

 

  よってanuanO1  

 

(5)
2
3

(anP2)P(anO1P2)

x 2
3

(anP2)Pf 2
3

(anO 4
an

2 )P2g

  

  

x 2
3

f(a nP2)P(a nO 4
a n

2 )O3g

x 2
3

@
(a n

2P4)
a n

2 x
2(a nO2)(a nP2)

3a n
2 u0

 

   

  よって anO1P2t 2
3

(anP2)  

   

また， a nu2 より 0tanP2t(
2
3

)nP1(a1P2)   

 

n!1 のとき (
2
3

)nP1(a1P2)!0  

   はさみうちの原理より a nP2!0  

 

よってlim
n!1

anx2   
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７  

(1) 求める体積V 1 は、 

   V1x¼
1R

0
fx2P(x2)2gdx  

    x¼
1R

0
(x2Px4)dx  

    x¼
1
3

x3P 1
5

x5Å Æ1

0
x¼(

1
3

P 1
5

)x 2
15

¼  

 

 

 

(2) 直線mは、傾きP1で点P( t , t2)を通るので 

  yxP(xPt)Ot 2xPxOt 2Ot   

  直線mとl との交点Q のx 座標は、方程式xxPxOt 2Ot の解である。 

 よって xx
t 2Ot

2
 

  Q(
t2Ot

2
,
t2Ot

2
)  

 

  

  

(3) 線分PQ の長さは、mの傾きがP1より、2 点P , Q のx 座標の差の 2 倍で 

ある。 

PQx 2 (tP
t 2Ot

2
)x

2
2

(tPt 2)  

PQ2x 1
2

(tPt2)2  

 

(4) OQxs より、sx 2 @
t 2Ot

2
x

2 (t 2Ot)
2

だから 

 

ds
dt

x
2 (2tO1)

2
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(5) V2x¼
2R0
PQ 2 dsx¼

2R0

(tPt 2)2

2
ds  

  0TsT 2 は0TtT1 に対応し、 

 

ds
dt

x
2 (2tO1)

2
 

   

V2x¼
2R0
PQ 2 ds

x¼
2R0

(tPt 2)2

2
ds

x¼
1R

0

(tPt 2)2

2
@

2 (2tO1)
2

dt

 

    x
2 ¼
4

1R
0

(t 4P2t 3Ot 2)(2tO1)dt   

    x
2 ¼
4

1R
0

(2t 5P3t 4Ot 2)dt   

    

x
2 ¼
4

t 6

3
P

3t 5

5
O

t 3

3Å Æ 1

0

x
2 ¼
4

(
1
3

P 3
5

O 1
3

)

x
2 ¼
4

@ 1
15

 

    x
2 ¼

60
  

 

  よって  V2

V1
x

2 ¼
60
2
15

¼
x

2
8
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８  

(1)AQ nxAP ntanµxantanµ  

  BR nx(1PAQ n)tanµx (1Pantanµ)tanµxtanµPantan2µ  

  CSnx(1PBR n)tanµxtanµPtan2µOantan3µ  

 

 

(2) AP nO1x1POP nO1x1POSntanµx1P(1PCSn)tanµ  

 

  anO1x1P(1PtanµOtan2µPantan3µ)tanµ  

  anO1x1PtanµOtan2µPtan3µOantan4µ  

 

 

(3) (2)で得られた漸化式を 

anO1P®xtan4µ (anP®)とおくと 

 

   ®は特性方程式 

   ®x1PtanµOtan2µPtan3µO®tan4µの解である。 

 

 

0tµt
¼
4
より0ttan4µt1  

®x
1PtanµOtan2µPtan3µ

1Ptan4µ
x

(1Ptanµ)(1Otan2µ)
(1Ptanµ)(1Otanµ)(1Otan2µ)

 

  ®x 1
1Otanµ

 

   数列f anP 1
1Otanµ

g は，初項a1P 1
1Otanµ

 ，公比tan4µの等比数列 

   一般項は anx(a1P 1
1Otanµ

)(tan4µ)nP1O 1
1Otanµ
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(4) P 1xP 2 のとき,  

 

  a 1xa 2 より  

  a 1x1PtanµOtan2µPtan3µOa 1tan4µ  

 

a 1x
1

1Otanµ
 

 

   P 1~P 2 のとき， 

 

anx(a1P 1
1Otanµ

)(tan4µ)nP1O 1
1Otanµ

 

 

0tµt
¼
4
より0ttan4µt1  

    よってfa ng は収束し， 
lim
n!1

a n x 1
1Otanµ  

    a n は，P 1xP 2 のときのa1 に近づく。 

    このとき， 

OP n : P nA x(1Pan) : an だから 

         ＝1P 1
1Otanµ

:
1

1Otanµ
xtanµ : 1xsinµ : cosµ   

     

つまり，線分OA をsinµ : cosµに内分する点に近づく。 
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９  

(1) z 1xaObi, z 2xcOdi  ただし，a,b,c,dは実数とする。 

 

  z 1 Oz 2 x(aPbi)O(cPdi)x(aOc)P(bOd)i  

z1Oz2 x(aObi)O(cOdi)x(aOc)O(bOd)ix(aOc)P(bOd)i  

  

よってz1 Oz2 xz1Oz2  

 

 z 1 z 2 x(aPbi)(cPdi)x(acPbd)P(bcOad)i  

  z1z2 x(aObi)(cOdi)x(acPbd)O(bcOad)ix(acPbd)P(bcOad)i  

 

よってz 1 z 2 xz 1z 2  

 

(2) zx®はこの方程式の解だから 

  ® 4Op® 2Oq®O27x0  

両辺の共役複素数をとると 

®4Op®2Oq®O27x0  

 

®4Op®2Oq®O27x0  

(® )4Op(®)2Oq(®)O27x0  

  よってzx®はこの方程式の解である。 

 

(3)  ®x® 2 とすれば，®x0 ,®x1 となり，®が虚数であることに反するので，®~® 2   

   

また，®xxOyi (xu0 , yu0) とすると，® 2xx2Py 2O2xyi となり，®2 は虚

数である。 

したがって（2）より， 

４次方程式z 4Opz 2OqzO27x0 の解は、zx® , ® , ® 2 ,® 2  である。 

  z 4Opz 2OqzO27x(zP®) (zP®2) (zP®) (zP®2)  

   3次の項の係数を比較すると 

  0xP(®O®O®2O®2)  

  (®O®2)O(®O®2)x0  

  (®O®2)O(®O®2)x0  

  したがって(®O® 2)の実部は0 である。 
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  ここで®O® 2x0 とすると 

  ®x0 , ®xP1 となり， 

  ®は実部，虚部ともに正の虚数であるから 

  ®O® 2~0  

  よって (®O® 2)は純虚数である。 

 

(4)  (3) の z 4Opz 2OqzO27x(zP®) (zP®2) (zP®) (zP®2) より 

  定数項を比較すると 

  27x®@® 2@®@® 2  

 27x® 2® 4x® 6  

 ® は正の実数だから ®x 3  

 

 ®xxOyi （xu0, yu0 ） 

 ®x 3  より，x 2Oy 2x3 ・・・・① 

 ®O® 2x(xOyi)O(xOyi)2x(xOx2Py 2)O(yO2xy)i  

(®O® 2)は純虚数だから xOx2Py 2x0 ・・・・② 

①，②より 

xOx2P(3Px2)x0  

 2x2OxP3x0   

 (2xO3)(xP1)x0  

  xu0 , yu0 より 

  xx1 , yx 2  

  このときyO2xy~0 を満たす。 

 

®x1O 2 i  

 

(5)  ®2x(1O 2 i)2xP1O2 2 iだから 

  4 つの解は 

  ®x1O 2 i , ®x1P 2 i , ®2xP1O2 2 i , ®2 xP1P2 2 i  

 

1O 2 i ,1P 2 i   を解とする 2次方程式は z 2P2zO3x0  

P1O2 2 i , P1P2 2 i を解とする 2次方程式は z 2O2zO9x0  

 

z 4Opz 2OqzO27x(z 2P2zO3) (z 2O2zO9)  

           xz 4O8z 3P12zO27   

  よってpx8 ,qxP12  
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10 情報データ科学部の選択問題 

(1) 求める体積V 1 は、 

   V1x¼
1R

0
fx2P(x2)2gdx  

    x¼
1R

0
(x2Px4)dx  

    x¼
1
3

x3P 1
5

x5Å Æ1

0
x¼(

1
3

P 1
5

)x 2
15

¼  

 

 

 

(2) 直線mは、傾きP1で点P( t , t2)を通るので 

  yxP(xPt)Ot 2xPxOt 2Ot   

  直線mとl との交点Q のx 座標は、方程式xxPxOt 2Ot の解である。 

 よって xx
t 2Ot

2
 

  Q(
t2Ot

2
,
t2Ot

2
)  

 

  

  

(3) 線分PQ の長さは、mの傾きがP1より、2 点P , Q のx 座標の差の 2 倍で 

ある。 

PQx 2 (tP
t 2Ot

2
)x

2
2

(tPt 2)  

PQ2x 1
2

(tPt2)2  

 

(4) OQxs より、sx 2 @
t 2Ot

2
x

2 (t 2Ot)
2

だから 

 

ds
dt

x
2 (2tO1)

2
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(5) V2x¼
2R0
PQ 2 dsx¼

2R0

(tPt 2)2

2
ds  

  0TsT 2 は0TtT1 に対応し、 

 

ds
dt

x
2 (2tO1)

2
 

   

V2x¼
2R0
PQ 2 ds

x¼
2R0

(tPt 2)2

2
ds

x¼
1R

0

(tPt 2)2

2
@

2 (2tO1)
2

dt

 

    x
2 ¼
4

1R
0

(t 4P2t 3Ot 2)(2tO1)dt   

    x
2 ¼
4

1R
0

(2t 5P3t 4Ot 2)dt   

    

x
2 ¼
4

t 6

3
P

3t 5

5
O

t 3

3Å Æ 1

0

x
2 ¼
4

(
1
3

P 3
5

O 1
3

)

x
2 ¼
4

@ 1
15

 

    x
2 ¼

60
  

 

  よって  V2

V1
x

2 ¼
60
2
15

¼
x

2
8
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11 情報データ科学部の選択問題 

(1)  標本平均は 

   m1x 9.0O9.0O8.0O8.0O9.0O9.0O10.0O9.0O10.0
9

x 81
9

x9.0  

 

 

  標本分散は 

   S1
2x 02O02O(P1)2O(P1)2O02O02O12O02O12

9
x 4

9
 

 

 

(2)  母平均mに対する95 ％の信頼区間は 

 

   母分散¾ 2x1  

   標本の大きさ9  

   標本平均9 だから 

    

   9.0P1.96
1

9
TmT9.0O1.96

1

9
 

   8.346TmT9.653 より8.35TmT9.65  
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(3)  m2x
9.0O9.0O8.0O8.0O9.0O9.0O10.0O9.0O10.0Ox

10
x

xO81
10

 

 

  標本平均は，（２乗平均）―（平均）２ として得られるので 

  

S2
2x

(9.0)2O(9.0)2O(8.0)2O(8.0)2O(9.0)2O(9.0)2O(10.0)2O(9.0)2O(10.0)2Ox2

10
P(

xO81
10

)2  

  x
9x2P162xO769

100
x

9(xP9)2O40
100

 

 

8TxT10 より 8.9Tm 2T9.1  

 

        
2
5

TS2
2T 49

100
 

        （0.4TS 2
2T0.49も可） 

 

 

 

 

 

 

(4)  母集団は 母平均mx8  母分散¾ 2x1 である。 

 

 

  大きさ4 の標本平均Xは正規分布N (8 ,
12

4
) に従う。 

 

  
P (XU9)xP (

XP8

1
4

U 9P8

1
4

)xP (ZU2)x0.5Pu(2)x0.5P0.4772x0.0228
 

 

  求める確率は0.02   


