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電験学習者のための

第５回 直流回路
~重ね合わせの理~
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複数の電源を含む場合

𝐸1

𝑅3

𝑅1 𝑅2
複数の電源を含む回路の計算を行う場合
・キルヒホッフの法則（電流則/電圧則）
・重ね合わせの理
・テブナンの定理
などを用いて計算を行う

𝐸2

𝐼1 𝐼2𝐼3

重ね合わせの理
複数の電源を含む回路において、各点の電流や電圧は
それぞれの電源（電圧源および電流源）が単独で存在
した場合の値に等しい。
回路を分解するとき、
電圧源は短絡、電流源は開放とする。

𝐸1 𝐸2𝐼𝐴

𝐸1

𝐸2

𝐼𝐴

𝑅1 𝑅2

𝑅1 𝑅2

𝑅1 𝑅2

𝑅1 𝑅2

𝐼1

𝐼1𝑎

𝐼1𝑏

𝐼1𝑐

𝐼1 = 𝐼1𝑎 + 𝐼1𝑏 + 𝐼1𝑐 =
𝐸1

𝑅1 + 𝑅2
−

𝐸2
𝑅1 + 𝑅2

+
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐼𝐴
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例題１

𝐼

𝑅3 = 3Ω

𝐸1 = 22V

𝐼1

𝑅3 = 3Ω

𝐼2

𝑅3 = 3Ω

𝑅1 = 2Ω

𝐼1
′

𝐸2 = 11V

𝑅2 = 1Ω

𝑅1 = 2Ω 𝑅2 = 1Ω

𝑅1 = 2Ω 𝑅2 = 1Ω

𝐸1 = 22V

𝐸2 = 11V
𝐼2
′

回路（１）より

𝐼𝐴 = 𝐸1 ÷ 𝑅1 +
𝑅2𝑅3

𝑅2 + 𝑅3

=
22

2 +
1 ⋅ 3
1 + 3

=
22

2 +
3
4

= 22 ⋅
4

11

= 8 A

𝐼1 ∶ 𝐼1
′ = 𝑅2 ∶ 𝑅3 = 1 ∶ 3

𝐼1 =
1

1 + 3
𝐼𝐴 =

1

4
⋅ 8 = 2 A

𝐼𝐴

𝐼𝐵

回路（2）より

𝐼𝐵 = 𝐸2 ÷ 𝑅2 +
𝑅1𝑅3

𝑅1 + 𝑅3

=
11

1 +
2 ⋅ 3
2 + 3

=
1

1 +
6
5

= 11 ⋅
5

11

= 5 A

𝐼2 ∶ 𝐼2
′ = 𝑅1 ∶ 𝑅3 = 2 ∶ 3

𝐼2 =
2

2 + 3
𝐼𝐵 =

2

5
⋅ 5 = 2 A

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 = 2 + 2 = 4 A

回路（２）

回路（１）
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例題2

回路（２）

回路（１）

回路（１）より
𝐼1 ∶ 𝐼1

′ = 𝑅1 ∶ 𝑅2 = 10 ∶ 15 = 2 ∶ 3

𝐼1 =
2

2 + 3
𝐼 =

2

5
⋅ 5 = 2 A

回路（2）より

𝐼2 =
𝐸2

𝑅1 + 𝑅2
=

75

10 + 15
=
75

25
= 3 A

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 = 2 + 3 = 5 A

𝐼

𝑅2 = 15 Ω

𝐸 = 75 V
𝐼 = 5 A

𝐼1
𝑅2 = 15 Ω

𝐼2
𝑅2 = 15 Ω

𝐸 = 75 V

𝑅1 = 10 Ω

𝑅1 = 10 Ω

𝑅1 = 10 Ω

𝐼 = 5 A

𝐼1
′
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H30 問7
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導出のポイント

回路（１）より

𝐼𝑅
′ =

𝑟

𝑟 + 𝑅
𝐼 =

2

1 + 𝑅

𝐼𝑅 = 𝐼𝑅
′ + 𝐼𝑅

′′ = 4 A

𝐼𝑅 = 𝐼 = 2 A

スイッチ：開

スイッチ：閉

回路（１） 回路（２）

重ね合わせの理

スイッチを閉じると𝐼𝑅が2倍

𝐼𝑅
′ 𝐼𝑅

′′

回路（2）より

𝐼𝑅
′′ =

𝐸

𝑟 + 𝑅
=

10

1 + 𝑅

2

1 + 𝑅
+

10

1 + 𝑅
= 4

12

1 + 𝑅
= 4

12 = 4 1 + 𝑅
3 = 𝑅 + 1
∴ 𝑅 = 2 Ω
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H30 問7
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H２５ 問６
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導出のポイント
重ね合わせの理

𝐼𝑅 𝐼𝑅
′ 𝐼𝑅

′′

回路（１）より

𝐼′ =
60

40 +
40 10 + 30

40 + (10 + 30)

=
60

40 + 20
= 1 A

𝐼𝑅
′ =

40

40 + 10 + 30
𝐼′ =

𝐼′

2
=
1

2
A

30 Ω 20 Ω

𝐼′ 𝐼′′

回路（２）より

𝐼′′ =
80

60 +
60 10 + 20

60 + (10 + 20)

=
80

60 +
60 ⋅ 30
90

=
80

60 + 20
= 1 A

𝐼𝑅
′′ =

60

60 + 10 + 20
𝐼′′ =

2

3
𝐼′′ =

2

3
A

回路（１） 回路（２）

𝐼𝑅 = 𝐼𝑅
′ − 𝐼𝑅

′′ =
1

2
−
2

3

𝐼𝑅 =
1

6
A

𝑃 = 10 ×
1

6

2

=
10

36
= 0.28 W
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H２５ 問６
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H２４ 問１７
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導出のポイント

𝑟𝑉 = 1000 Ω
𝑉 = 1 V

𝐼𝑉

𝐼𝑉 =
𝑉

𝑟𝑉
= 1mA

この電圧計は1 mAしか流せない

𝑟𝑉 = 1000 Ω
𝑉 = 15 V

𝐼𝑉 𝑅𝑚

𝐼𝑉 = 1mAを超えないように
𝑅𝑚を設定しないといけない

𝑉

𝐼𝑉
= 𝑅𝑚 + 𝑟𝑉

15

1m
= 𝑅𝑚 + 1k

𝑅𝑚 = 15k − 1k = 14 kΩ
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導出のポイント

回路（１） 回路（２）

𝑉′ 𝑉′′15 kΩ 15 kΩ

回路（１）より

𝑅′ =
30 ⋅ 15

30 + 15
=
450

45
= 10 kΩ

𝑉′ =
10

10 + 10
× 16 = 8 V

𝑅′ 𝑅′′

回路（２）より

𝑅′′ =
10 ⋅ 15

10 + 15
=
150

25
= 6 kΩ

𝑉′′ =
6

30 + 6
× 4 =

4

6
= 0.667 V

𝑉 = 8 + 0.667 = 8.7 V

𝑉
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H２４ 問１７
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H２６ 問５



Copy right © 電験どうでしょう 16

導出のポイント

回路（１）

回路（２）

𝑉𝑏𝑎

𝑉𝑏𝑎
′

𝑉𝑏𝑎
′′

回路（１）より
並列部の合成の静電容量は
𝐶′ = 10 + 20 = 30 𝜇F

20 V

10 𝜇F

𝐶′ = 30 𝜇F𝑉𝑏𝑎
′

𝑉′

𝑉′ ∶ 𝑉𝑏𝑎
′ = 30 ∶ 10 = 3 ∶ 1

𝑉𝑏𝑎
′ =

1

3 + 1
× 20 = 5 V

回路（2）より
並列部の合成の静電容量は
𝐶′′ = 10 + 20 = 30 𝜇F

10 V

𝐶′ = 30 𝜇F

10 𝜇F𝑉𝑏𝑎
′ 𝑉′′

−𝑉𝑏𝑎
′′ ∶ 𝑉′ = 10 ∶ 30 = 1 ∶ 3

−𝑉𝑏𝑎
′′ =

1

3 + 1
× 10 = 2.5

𝑉𝑏𝑎
′′ = −2.5 V

𝐶′

𝐶′′

𝑉𝑏𝑎
′′

𝑉𝑏𝑎 = 𝑉𝑏𝑎
′ + 𝑉𝑏𝑎

′′ = 5 − 2.5 = 2.5 V

𝑎

𝑏

𝑎

𝑏
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H２６ 問５
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ご聴講ありがとう
ございました！！


