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豆知識
直列と並列の等価変換（R と L）
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図 1 RL直列回路の並列回路への等価変換．

•インピーダンス
【回路 (a)】

Za = Rs + jωLs

•アドミタンス
【回路 (a)】

Ya = 1
Rs + jωLs

= Rs

R2
s +ω2L2

s
− jωLs

R2
s +ω2L2

s
(1)

Ya = |Ya|∠ϕa

|Ya| = 1√
R2

s +ω2L2
s

tanϕa =−ωLs

Rs

【回路 (b)】

Yb =
1

Rp
+ 1

jωLp
(2)

Yb = |Yb|∠ϕb

|Yb| =
√

1
R2

p
+ 1

ω2L2
p

tanϕb =− Rp

ωLp

•等価条件

Rp = R2
s +ω2L2

s

Rs
ωLp = R2

s +ω2L2
s

ωLs
(3)

のとき，

Ya =Yb
def= Y ϕa =ϕb

def= ϕ

Ya［式 (1)］と Yb［式 (2)］の実部どうし，虚部どうしが
等しいことから導かれる．

•具体例に用いる定数
以降で具体例を示すときの回路定数は以下の通り．

ω= 103 rad/s

Rs = 10 Ω

Ls = 10 mH

Z = Rs + jωLs = (10+ j10) Ω

= (14.1∠45◦) Ω

Y = 1
Z

= (0.0707∠−45◦) S

= (0.05− j0.05) S= 1
Rp

− j
1

ωLp

Rp = 20 Ω

Lp = 20 mH
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•等価回路素子の電流・電圧・電力・エネルギー
図 1のように等価変換すると，端子間の電流・電圧は

完全に一致するが，各回路素子の電流・電圧は異なった
ものとなる．図 2はその具体例．
一方，各回路素子の電力とエネルギーに関しては，以

下に示すように，いくつかの因子については一致する．

• Rs と Rp の電力（有効電力）は同じ．
• Rs と Rp の一周期の消費エネルギーは同じ．
• Ls と Lp の電力（無効電力）は同じ．
• Ls と Lp の電力波形は，位相以外は同じ．
• Ls と Lp の最大保持エネルギーは同じ．

これらの性質は，RC回路の場合においても同様に成り
立ち，*1 直列と並列が混在した回路を，直列のみ・並列
のみの回路に等価変換して Q 値を求めるときの妥当性
を保証するものとなる．

*1 豆知識「直列と並列の等価変換（R と C）」を参照．
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図 2 RL直列回路の電圧波形 (a)と電流波形 (b)．それと
等価な並列回路の電圧波形 (c)と電流波形 (d)．
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•回路 (a)の電圧・電流
【フェーザ】

V = Vmp
2
∠0◦

I =Y V = V
Rs + jωLs

= Imp
2
∠ϕ

Im = |Y |Vm = Vm√
R2

s +ω2L2
s

(4)

tanϕ=−ωLs

Rs

V =VRs +VLs

I = IRs = ILs

VRs = RsI I = VRs

Rs

VLs = jωLsI I = VLs

jωLs

【波形】

v(t)=Vm sinωt
= vRs(t)+vLs(t)

i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)
= iRs(t)= iLs(t)

vRs(t)= Rs iRs(t)

= Rs i(t)= RsIm sin
(
ωt+ϕ

)
iRs(t)= vRs(t)

Rs
= Vm

Rs
sin

(
ωt+ϕ

)
= i(t)= Im sin

(
ωt+ϕ

)
vLs(t)= Ls

diLs(t)
dt

= Ls
di(t)
dt

=ωLsIm cos
(
ωt+ϕ

)
iLs(t)= 1

Ls

∫
vLs(t) dt

= i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)

•回路 (b)の電圧・電流
【フェーザ】

V = Vmp
2
∠0◦

I =Y V =V
[

1
Rp

+ 1
jωLp

]
= Imp

2
∠ϕ

Im = |Y |Vm =Vm

√
1

R2
p
+ 1

ω2L2
p

tanϕ=− Rp

ωLp

V =VRp =VLp

I = IRp + ILp

V = RpIRp IRp = V
Rp

V = jωLILp ILp = V
jωL

【波形】

v(t)=Vm sinωt
= vRp(t)= vLp(t)

i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)
= iRp(t)+ iLp(t)

vRp(t)= Rp iRp(t)
= v(t)=Vm sinωt

iRp(t)= vRp(t)
Rp

= v(t)
Rp

= Vm

Rp
sinωt

vLp(t)= Lp
diLp(t)

dt
= v(t)=Vm sinωt

iLp(t)= 1
Lp

∫
vLp(t) dt

= 1
Lp

∫
v(t) dt =− Vm

ωLp
cosωt
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•抵抗の有効電力の等価性
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の電力（有効電力）は同じ．

1
2

RsI2
m = 1

2
V 2

m
Rp

def= PR

証明
Rs，Rp の複素電力を SRs，SRp とすると，*2

SRs =VRs I∗ = [
RsI

]
I∗ = Rs I I∗ = Rs |I|2

= 1
2

RsI2
m

SRp =V I∗Rp =V
[

V
Rp

]∗
= VV∗

Rp
= |V |2

Rp

= 1
2

V 2
m

Rp

一方，等価条件［式 (3)］より，

Rp = R2
s +ω2L2

s

Rs

Im と Vm の関係式［式 (4)］より，

V 2
m = I2

m
(
R2

s +ω2L2
s
)

であるから，

1
2

V 2
m

Rp
= 1

2
I2

m
(
R2

s +ω2L2
s
)

R2
s +ω2L2

s

Rs

= 1
2

RsI2
m

よって，回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，Rs と Rp

の複素電力（有効電力）は等しい．

*2 電力を計算する素子が抵抗だけなので，複素電力を計算しても
実部（有効電力）だけとなる．

•抵抗の電力波形
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の電力波形は，位相以外は同じ．

pRs(t)= PR
[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
(5)

pRp(t)= PR
[
1−cos2ωt

]
(6)

pRs(t)と pRp(t)は，どちらも振動中心（平均値）が PR，
振幅が PR，周波数が 2ω の波形であり，異なるのは位
相だけとなる．図 3 (a), (c)はその具体例．

証明
Rs，Rp の電力波形を pRs(t)，pRp(t)とすると，

pRs(t)= vRs(t) i(t)= [
Rs i(t)

]
i(t)= Rs i(t)2

= RsI2
m sin2(ωt+ϕ)

= 1
2

RsI2
m

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PR

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
pRp(t)= v(t) iRp(t)= v(t)

[
v(t)
Rp

]
= v(t)2

Rp

= V 2
m

Rp
sin2ωt

= 1
2

V 2
m

Rp

[
1−cos2ωt

]
= PR

[
1−cos2ωt

]
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•抵抗の消費エネルギーの等価性
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の一周期の消費エネルギーは同じ．

WRs =WRp = PRT = PR
2π
ω

証明
抵抗の一周期の消費エネルギーは，抵抗の電力の一周

期の時間積分である．Rs，Rp の電力は，式 (5)，式 (6)

より，どちらも平均値が PR の正弦波である．したがっ
て，それらの一周期の積分値をWRs，WRp とし，一周期
を T = 2π/ωとすると，どちらも PRT となる．図 3 (b),

(d)はその具体例．
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図 3 RL直列回路［回路 (a)］の Rs の電力波形 (a)とエ
ネルギー波形 (b)．それと等価な並列回路［回路 (b)］の
Rp の電力波形 (c)とエネルギー波形 (d)．
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•コイルの無効電力の等価性
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Ls と Lp の電力（無効電力）は同じ．

1
2
ωLs I2

m = 1
2

V 2
m

ωLp

def= PL

証明
Ls，Lp の複素電力を SLs，SLp とすると，*3

SLs =VLs I∗ = [
jωLsI

]
I∗ = jωLs I I∗ = jωLs |I|2

= j
1
2
ωLsI2

m

SLp =V I∗Lp =V
[

V
jωLp

]∗
= VV∗

−jωLp
= |V |2

−jωLp

= j
1
2

V 2
m

ωLp

一方，等価条件［式 (3)］より，

ωLp = R2
s +ω2L2

s

ωLs

Im と Vm の関係式［式 (4)］より，

V 2
m = I2

m
(
R2

s +ω2L2
s
)

であるから，

1
2

V 2
m

ωLp
= 1

2
I2

m
(
R2

s +ω2L2
s
)

R2
s +ω2L2

s

ωLs

= 1
2
ωLsI2

m

よって，回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，Ls と Lp

の複素電力（無効電力）は等しい．

*3 電力を計算する素子がコイルだけなので，複素電力を計算して
も，虚部（無効電力）だけとなる．

•コイルの電力波形
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Ls と Lp の電力波形は，位相以外は同じ．

pLs(t)= PL sin
(
2ωt+2ϕ

)
(7)

pLp(t)=−PL sin2ωt (8)

これらは，どちらも振動中心が 0（平均値がゼロ⇒無効
電力），振幅が PL，周波数が 2ωの波形であり，異なる
のは位相だけとなる．図 4 (a), (c)はその具体例．

証明
Ls(t)，Lp(t)の電力波形を pLs(t)，pLp(t)とすると，

pLs(t)= vLs(t) i(t)=
[
Ls

di(t)
dt

]
i(t)

=ωLs I2
m cos

(
ωt+ϕ

)
sin

(
ωt+ϕ

)
= 1

2
ωLs I2

m sin
(
2ωt+2ϕ

)
= PL sin

(
2ωt+2ϕ

)
pLp(t)= v(t) iLp(t)= v(t)

1
L

∫
v(t) dt

=− V 2
m

ωLp
sinωt cosωt

=−1
2

V 2
m

ωLp
sin2ωt

=−PL sin2ωt
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•コイルの最大保持エネルギーの等価性
図 1の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Ls と Lp の最大保持エネルギーは同じ．

WLs(max) =WLp(max) =
PL

ω

証明
Ls に保持されるエネルギー wLs(t) は，式 (7) で与え

られる電力 pLs(t)の積分値である．

wLs(t)=
∫

pLs(t) dt = PL

∫
sin

(
2ωt+2ϕ

)
dt

=−1
2

PL

ω
cos

(
2ωt+2ϕ

)+KLs

コイルが保持するエネルギーは，コイルの電流がゼロの
ときにゼロであるから，

i(t)= 0 ⇒ sin
(
ωt+ϕ

)= 0⇒
ωt+ϕ= nπ ⇒ 2ωt+2ϕ= 2nπ ⇒
cos

(
2ωt+2ϕ

)= 1のときに wLs(t)= 0

∴ KLs =
1
2

PL
ω

よって，

wLs(t)= 1
2

PL

ω

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PL

ω
sin2(ωt+ϕ)

Lp に保持されるエネルギー wLp(t) は，式 (8) で与え
られる電力 pLp(t)の積分値である．

wLp(t)=
∫

pLp(t) dt = PL

∫
(−sin2ωt) dt

= 1
2

PL

ω
cos2ωt+KLp

コイルが保持するエネルギーは，コイルの電流がゼロの
ときにゼロであるから，

iLp(t)= 0 ⇒ cosωt = 0⇒
ωt = π

2
+nπ ⇒ 2ωt =π+2nπ ⇒

cos2ωt =−1のときに wLp(t)= 0

∴ KLp = 1
2

PL
ω

よって，

wLp(t)= 1
2

PL

ω

[
1+cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PL

ω
cos2ωt

以上より，wLs(t)，wLp(t)の最大値WLs(max)，WLp(max)

は，

WLs(max) =WLp(max) =
PL

ω

図 4 (b), (d)はその具体例．
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図 4 RL直列接続回路［回路 (a)］の Ls の電力波形 (a)と
エネルギー波形 (b)．それと等価な並列回路［回路 (b)］
の Lp の電力波形 (c)とエネルギー波形 (d)．
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豆知識
直列と並列の等価変換（R と C）

Rs

Rp

Cs

(a) (b)

Cpv(t)

i(t)

v(t)

i(t)

iRp(t) iCp(t)

vRs(t)

vCs(t)

図 5 RC直列回路の並列回路への等価変換．

•インピーダンス
【回路 (a)】

Za = Rs + 1
jωCs

•アドミタンス
【回路 (a)】

Ya = 1

Rs + 1
jωCs

= Rs

R2
s +

1
ω2C2

s

−
1

jωCs

R2
s +

1
ω2C2

s

(9)

Ya = |Ya|∠ϕa

|Ya| = 1√
R2

s +
1

ω2C2
s

tanϕa = 1
ωCsRs

【回路 (b)】

Yb =
1

Rp
+ jωCp (10)

Yb = |Yb|∠ϕb

|Yb| =
√

1
R2

p
+ω2C2

p tanϕb =ωCpRp

•等価条件

Rp =
R2

s +
1

ω2C2
s

Rs
ωCp =

1
ωCs

R2
s +

1
ω2C2

s

(11)

のとき，

Ya =Yb
def= Y ϕa =ϕb

def= ϕ

Ya［式 (9)］と Yb［式 (10)］の実部どうし，虚部どうし
が等しいことから導かれる．

•具体例に用いる定数
以降で具体例を示すときの回路定数は以下の通り．

ω= 103 rad/s

Rs = 10 Ω

Cs = 100 µF

Z = Rs − j
1

ωCs
= (10− j10) Ω

= (14.1∠−45◦) Ω

Y = 1
Z

= (0.0707∠45◦) S

= (0.05+ j0.05) S= 1
Rp

+ jωCp

Rp = 20 Ω

Cp = 50 µF
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•等価回路素子の電流・電圧・電力・エネルギー
図 5のように等価変換すると，端子間の電流・電圧は

完全に一致するが，各回路素子の電流・電圧は異なった
ものとなる．図 6はその具体例．
一方，各回路素子の電力とエネルギーに関しては，以

下に示すように，いくつかの因子については一致する．

• Rs と Rp の電力（有効電力）は同じ．
• Rs と Rp の一周期の消費エネルギーは同じ．
• Cs と Cp の電力（無効電力）は同じ．
• Cs と Cp の電力波形は，位相以外は同じ．
• Cs と Cp の最大保持エネルギーは同じ．

これらの性質は，RL回路の場合においても同様に成り
立ち，*4 直列と並列が混在した回路を，直列のみ・並列
のみの回路に等価変換して Q 値を求めるときの妥当性
を保証するものとなる．

*4 豆知識「直列と並列の等価変換（R と L）」を参照．
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図 6 RC直列回路の電圧波形 (a)と電流波形 (b)．それと
等価な並列回路の電圧波形 (c)と電流波形 (d)．
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•回路 (a)の電圧・電流
【フェーザ】

V = Vmp
2
∠0◦

I =Y V = V

Rs + 1
jωCs

= Imp
2
∠ϕ

Im = |Y |Vm = Vm√
R2

s +
1

ω2C2
s

(12)

tanϕ= 1
ωCsRs

V =VRs +VCs

I = IRs = ICs

VRs = RsIRs IRs =
VRs

Rs

VCs =
ICs

jωCs
ICs = jωCsVCs

【波形】

v(t)=Vm sinωt
= vRs(t)+vCs(t)

i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)
= iRs(t)= iCs(t)

vRs(t)= Rs iRs(t)

= Rs i(t)= RsIm sin
(
ωt+ϕ

)
iRs(t)= vRs(t)

Rs
= Vm

Rs
sin

(
ωt+ϕ

)
= i(t)= Im sin

(
ωt+ϕ

)
vCs(t)= 1

Cs

∫
iCs(t) dt

= 1
Cs

∫
i(t) dt =− Im

ωCs
cos

(
ωt+ϕ

)
iCs(t)= Cs

dvCs(t)
dt

= i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)

•回路 (b)の電圧・電流
【フェーザ】

V = Vmp
2
∠0◦

I =Y V =V
[

1
Rp

+ jωCp

]
= Imp

2
∠ϕ

Im = |Y |Vm =Vm

√
1

R2
p
+ω2C2

p

tanϕ=ωCpRp

V =VRp =VCp

I = IRp + ICp

VRp = RpIRp IRp = VRp

Rp

VCp = ILp

jωCp
ILp = jωCpVCp

【波形】

v(t)=Vm sinωt
= vRp(t)= vCp(t)

i(t)= Im sin
(
ωt+ϕ

)
= iRp(t)+ iCp(t)

vRp(t)= Rp iRp(t)
= v(t)=Vm sinωt

iRp(t)= vRp(t)
Rp

= v(t)
Rp

= Vm

Rp
sinωt

vCp(t)= 1
Cp

∫
iCp dt

= v(t)=Vm sinωt

iCp(t)= Cp
dvCp(t)

dt

= Cp
dv(t)

dt
=ωCpVm cosωt
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•抵抗の有効電力の等価性
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の電力（有効電力）は同じ．

1
2

RsI2
m = 1

2
V 2

m
Rp

def= PR

証明
Rs，Rp の複素電力を SRs，SRp とすると，*5

SRs =VRsI∗ = RsI I∗ = Rs|I|2 = 1
2

RsI2
m

SRp =V I∗Rp =V
V∗

Rp
= |V |2

Rp
= 1

2
V 2

m
Rp

一方，等価条件［式 (11)］より，

Rp =
R2

s +
1

ω2C2
s

Rs

Im と Vm の関係式［式 (12)］より，

Im = |Y |Vm = Vm√
R2

s +
1

ω2C2
s

であるから，

1
2

V 2
m

Rp
= 1

2

(
R2

s +
1

ω2C2
s

)
I2

m

R2
s +

1
ω2C2

s
Rs

= 1
2

RsI2
m

よって，回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，Rs と Rp

の複素電力（有効電力）は等しい．

*5 電力を計算する素子が抵抗だけなので，複素電力を計算しても
実部（有効電力）だけとなる．

•抵抗の電力波形
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の電力波形は，位相以外は同じ．

pRs(t)= PR
[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
(13)

pRp(t)= PR
[
1−cos2ωt

]
(14)

pRs(t)と pRp(t)は，どちらも振動中心（平均値）が PR，
振幅が PR，周波数が 2ω の波形であり，異なるのは位
相だけ．図 7 (a), (c)はその具体例．

証明
Rs，Rp の電力波形を pRs(t)，pRp(t)とすると，

pRs(t)= vRs(t) i(t)= [
Rs i(t)

]
i(t)= Rs i(t)2

= RsI2
m sin2(ωt+ϕ)

= 1
2

RsI2
m

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PR

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
pRp(t)= v(t) iRp(t)= v(t)

[
v(t)
Rp

]
= v(t)2

Rp

= V 2
m

Rp
sin2ωt

= 1
2

V 2
m

Rp

[
1−cos2ωt

]
= PR

[
1−cos2ωt

]
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•抵抗の消費エネルギーの等価性
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Rs と Rp の一周期の消費エネルギーは同じ．

WRs =WRp = PRT = PR
2π
ω

証明
抵抗の一周期の消費エネルギーは，抵抗の電力の一周

期の時間積分である．Rs，Rpの電力は，式 (13)，式 (14)

より，どちらも平均値が PR の正弦波である．したがっ
て，それらの一周期の積分値をWRs，WRp とし，一周期
を T = 2π/ωとすると，どちらも PRT となる．図 7 (b),

(d)はその具体例．
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図 7 RC直列回路［回路 (a)］の Rs の電力波形 (a)とエ
ネルギー波形 (b)．それと等価な並列回路［回路 (b)］の
Rp の電力波形 (c)とエネルギー波形 (d)．
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•コンデンサの無効電力の等価性
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Cs と Cp の電力（無効電力）は同じ．

1
2
ωCpV 2

m = 1
2

I2
m

ωCs

def= PC

証明
Cs，Cp の複素電力を SCs，SCp とすると，*6

SCs =VCs I∗ = I
jωCs

I∗ =−j
|I|2
ωCs

=−j
1
2

I2
m

ωCs

SCp =V I∗Cp =V
(
jωCpV

)∗ =−jωCp|V |2

=−j
1
2
ωCpV 2

m

一方，等価条件［式 (11)］より，

ωCp =
1

ωCs

R2
s +

1
ω2C2

s

また，電流と電圧の関係式［式 (12)］より，

I2
m = |Y |2V 2

m = V 2
m

R2
s +

1
ω2C2

s

よって，

1
2
ωCpV 2

m = 1
2

1
ωCs

R2
s +

1
ω2C2

s

V 2
m = 1

2
I2

m
ωCs

よって，回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，Ls と Lp

の複素電力（無効電力）は等しい．

*6 電力を計算する素子がコンデンサだけなので，複素電力を計算
しても，虚部（無効電力）だけとなる．

•コンデンサの電力波形
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Cs と Cp の電力波形は，位相以外は同じ．

pCs(t)=−PC sin
(
2ωt+2ϕ

)
(15)

pCp(t)= PC sin2ωt (16)

これらは，どちらも振動中心が 0（平均値がゼロ⇒無効
電力），振幅が PC，周波数が 2ωの波形であり，異なる
のは位相だけ，ということがわかる．図 8 (a), (c)はその
具体例．

証明
Cs(t)，Cp(t)の電力波形を pCs(t)，pCp(t)とすると，

pCs(t)= vCs i(t)=
[

1
C

∫
i(t) dt

]
i(t)

=− I2
m

ωCs
cos

(
ωt+ϕ

)
sin

(
ωt+ϕ

)
=−1

2
I2

m
ωCs

sin
(
2ωt+2ϕ

)
=−PC sin

(
2ωt+2ϕ

)
pCp(t)= v(t) iCp(t)= v(t)

[
Cp

dv(t)
dt

]
=ωCpV 2

m sinωt cosωt

= 1
2
ωCpV 2

m sin2ωt

= PC sin2ωt
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•コンデンサの最大保持エネルギーの等価性
図 5の回路 (a)と回路 (b)が等価であるとき，

Cs と Cp の最大保持エネルギーは同じ．

WCs(max) =WCp(max) =
PC

ω

証明
Cs に保持されるエネルギー wCs(t)は，式 (15)で与え

られる電力 pCs(t)の積分値である．

wCs(t)=
∫

pCs(t) dt =−PC

∫
sin

(
2ωt+2ϕ

)
dt

= 1
2

PC

ω
cos

(
2ωt+2ϕ

)+KCs

コンデンサが保持するエネルギーは，コンデンサの電圧
がゼロのときにゼロであるから，

vCs(t)= 0 ⇒ cos
(
ωt+ϕ

)= 0⇒
ωt+ϕ= π

2
+nπ ⇒ 2ωt+2ϕ=π+2nπ ⇒

cos
(
2ωt+2ϕ

)=−1のときに wCs(t)= 0

∴ KCs =
1
2

PC
ω

よって，

wCs(t)= 1
2

PC

ω

[
1+cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PC

ω
cos2(ωt+ϕ)

Cp に保持されるエネルギー wCp(t) は，式 (16) で与
えられる電力 pCp(t)の積分値である．

wCp(t)=
∫

pCp(t) dt = PC

∫
sin2ωt dt

=−1
2

PC

ω
cos2ωt+KCp

コンデンサが保持するエネルギーは，コンデンサの電圧
がゼロのときにゼロであるから，

v(t)= 0 ⇒ sinωt = 0⇒
ωt = nπ ⇒ 2ωt = 2nπ ⇒
cos2ωt = 1のときに wCp(t)= 0

∴ KCp = 1
2

PC
ω

よって，

wCp(t)= 1
2

PC

ω

[
1−cos

(
2ωt+2ϕ

)]
= PC

ω
sin2ωt

以上より，wCs(t)，wCp(t)の最大値WCs(max)，WCp(max)

は，

WCs(max) =WCp(max) =
PC

ω

図 8 (b), (d)はその具体例．
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図 8 RC直列回路［回路 (a)］の Cs の電力波形 (a)とエ
ネルギー波形 (b)．それと等価な並列回路［回路 (b)］の
Cp の電力波形 (c)とエネルギー波形 (d)．


