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Abstract: In order to treat the interaction between electromagnetic fields and dispersive media in a simple manner, we investigate a 

method for electromagnetic field analysis using the vector potential and scalar potential by sequential calculations. In this report, 

electromagnetic scattering problems of dispersive media are solved in terms of a potential expression. Media are modeled by the 

classical equation of motion and solutions are verified in comparison to those of the conventional ADE-FDTD method. 

 

近年，ナノデバイスの開発［１－２］が進み，電子デバイスのサイズは光の波長に比べて非常に小さいナノメート

ルオーダーとなっている．このような小型化により，電子デバイス設計では荷電粒子の量子性がより顕著に表れ

るため，量子力学的な Schrödinger方程式とMaxwell方程式を結合する等の操作を行い解析する必要がある．しか

し，従来の電界及び磁界の時間発展を逐次計算により求める（FDTD：Finite-Difference Time-Domain）法では，すべ

ての時間においてポテンシャルを算出する必要があり，簡素に取り扱いづらい．  

そこで本報告では，その基礎検討として，ベクトルポテンシャルとスカラポテンシャルを直接逐次計算により

求める電磁界解析［３］に，補助方程式（ADE：Auxiliary Differential Equation）を組み込むことで，古典的な運動方

程式でモデル化した分散性媒質の電磁波散乱問題を求める．Fig. 1，2に本手法と従来法のフローチャートを示す．

本手法で求まったポテンシャルを電磁界に換算し，従来法である電界及び磁界の時間発展を逐次計算により求め

るADE-FDTD法［４］と比較し，その解の妥当性を検証する． 

 

Figure 1. 本手法のフローチャート     Figure 2. 従来法のフローチャート 
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