
2020年
演算増幅器設計コンテスト発表会

2020年12月3日

発表会プログラム
• 上位入賞者作品解説（シミュレーションの部）

(敬称略)

部門1 部門2 部門3 部門4
14:05 加藤博己（群馬大学） 3位 4位
14:15 今野哲史（群馬大学） 3位 4位
14:25 岡本憲典（有明高専） 7位 6位 奨励賞

14:40 日比彪斗（愛知工業大学） 6位 2位
14:55 休憩

15:10 齋藤滉生（東京理科大学） 1位
15:25 川原啓輔（東京理科大学） 5位 5位 1位
15:50 猿田将大（群馬大学） 5位 1位 3位
16:15 齋藤彰寛（群馬大学） 2位 1位 奨励賞

16:40 講評（兵庫審査委員長）



協賛企業
• セイコーNPC株式会社
• エイブリック株式会社
• 旭化成エレクトロニクス株式会社
• 株式会社東芝
• 横河電機株式会社
• ダイアログ・セミコンダクター株式会社
• 新日本無線株式会社
• ルネサスエレクトロニクス株式会社



演算増幅器設計コンテスト
部門1 3位
部門2 4位

群馬大学
理工学部 電子情報理工学科

学部4年 加藤博己

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

提出回路

2

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

0.9 0.3 15.5 0.9 0.9 0.3 0.3 0.9 0.9

M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 R1 R2

0.3 0.3 39.5 1.2 0.3 1.9 0.8 20 12

MOSのwidth[um]と抵抗値[MΩ] (lengthは全て0.2um)

Vdd = 1.5V, Vss = -1.5V
PMOSバルクは全てVDD
NMOSバルクは全てVSS



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針
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バイアス段
電流パスを少なくし、
消費電流を抑える。

入力段
pmos, nmos入力により
スルーレートを向上させ、
入力電圧範囲を広げる。

出力段
・プッシュプル動作により、スルーレートを向上させる。

・バイアス電位を固定させて安定性を向上させる。

<回路構成>

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針

4

スルーレートを向上させるため
に、小さいL, Wの値を用いる。

スルーレートを向上させるために
テール電流源に相当する
MOS(M3, M12)のWを大きくする。

消費電流を少なくするために抵
抗の値を大きくする。

<素子値>



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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AC解析

シミュレーションによる直流利得 ： 34.3 dB
位相余裕 ： 60.2 deg

シミュレーションによる出力抵抗： 719 Ω

直流利得 ： 64.3 dB
出力抵抗 ： 610k Ω
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GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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過渡解析（スルーレート）
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GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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過渡解析（スルーレート）

立ち上がり ： 1.07e+010 V/s 立ち下がり ： 1.22e+010 V/s
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GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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0.11 µA 2.05 µA 1.89 µA 0.15 µA 3.26 µA

消費電流

回路全体 ： 7.46 µA



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

評価結果

9

項目 評価結果

スルーレート 2.2947E+10  V/s

消費電流 7.2828E-06 A

同相入力範囲 1.0000E+02 %

直流利得 6.3475E+01 dB

スコア 2.0000E+19

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

最後に
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協賛企業の皆様及び運営の皆様に心
より感謝申し上げます。

謝辞

設計をしていく上で考慮しなければならない点
などを学べる、良い経験となった。

設計を通して深く考えることで、回路について
学ぶ良い機会にもなった。



群馬大学 修士2年
今野 哲史

1

2020年演算増幅器設計コンテスト
部門2 3位 部門3 ４位

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

はじめに

2

なるべく簡潔に設計

昨年設計した自分の回路構成を利用

MOSのパラメータが昨年と変わったので調整



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

評価式と設計方針
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回路の設計方針

出力抵抗は0.1Ω

消費電力を下げる

利得帯域幅積 × 位相余裕

消費電力
2 × 出力抵抗 × 入力換算雑音

部門2の評価式

入力換算雑音を下げるためにPMOS入力

利得帯域幅積と位相余裕はトレードオフ
なので、今回は気にしない

トレードオフ

トレードオフ

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針
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出力抵抗を下げる

負帰還 + スーパーソースフォロワ (SSF)

・SSFの出力抵抗

・負帰還

増幅器の利得A倍だけ出力抵抗が低下

ROUT =
1

gm2gm4ro2

ROUT =
1

Agm2gm4ro2

→ カスコード接続にすることで更に出力抵抗を下げる



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

提出回路
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MB1 MB2 MB3 MB4 MI5 MI6 MI7 MI8
1.0 / 13.5 1.0 / 13.5 1.0 / 4.5 1.0 / 4.5 2.5 / 30.0 2. 5 / 15.0 2. 5 / 15.0 2. 5 / 15.0

MI9 MI10 MI11 MI12 MI13 MA14 MA15 MA16
2. 5 / 15.0 2.5 / 5.0 2.5 / 5.0 2.5 / 5.0 2.5 / 5.0 2.5 / 21.0 2.5 / 10.5 2.5 / 10.5

MA17 MA18 MO19 MO20 MO21 MO22 MO23 MO24
2.5 / 3.5 2.5 / 3.5 0.4 / 60.0 0.4 / 60.0 0.4 / 30.0 0.4 / 30.0 0.4 / 10.0 0.4 / 10.0
MO25 RB1 CO1

0.4 / 10.0 300 1.5

L(um) / W(um) R(kΩ) C(pF)

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

AC解析結果：利得帯域幅積・位相余裕
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直流利得 : 51.5 dB
利得帯域幅積 : 1.24 MHz
位相余裕 : 74.5 deg
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GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

結果
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提出回路のスコア

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

終わりに
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出力抵抗を小さく設計することで、
入賞する回路が設計できた。

スコアを向上させるためには
・出力抵抗を0.1Ω以下(コンテストでは0.1Ωが最低値)にする
・トレードオフに含まれない入力換算雑音を改善する
・利得帯域幅積を完全する
・消費電力を削減する

この様な貴重な機会を与えて下さった
協賛企業の皆さまと運営の皆様に深く感謝を申し上げます



GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB 9

ご静聴ありがとうございました
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令和 年 月 日

有明工業高等専門学校
National Institute of Technology, Ariake College

演算増幅器設計コンテスト
部門1 : 7位 部門2 : 6位

部門4 : 奨励賞

生産情報システム工学専攻 2年 石川研究室

岡本 憲典

2 12 3

Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

部門4 : 要件

1

項目 要件 備考

電源電圧 3V (±1.5V) 固定

直流利得 40dB以上 (b)
位相余裕 45°以上 (b)
帯域幅 20kHz以上 (a)

入力電圧範囲 ±0.1V以上 (a)
スルーレート 1V/μs以上 (a)

評価 : (a)に示す利得が-10倍䛾反転増幅回路における無信号時䛾
消費電力

(a) : デザイン部門䛾評価回路

(b) : 小信号評価回路

要件を満たし、低消費電力化
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部門4 : 設計方針

2

ゲート幅 W
𝑊𝑛 = 𝐿 × 5 ~ 10
𝑊𝑝 = 𝑊𝑛 × 2 ~ 2.5 が目安

出典 : LSI設計常識講座
https://www.youtube.com/channel/UCKIKdQ0bGHmPwyHqJYIzZpQ/videos

入力段を2つ用いてAB級動作

スルーレート改善

無信号時䛾消費電流を抑える

出力段にAB級出力回路を用いる

out

inm

inp
−
+

−
+

𝑅𝐿

Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

部門4 : 提出回路

3

バイアス段 : 電源電圧不感型カレントミラー
差動入力段 : プッシュプル回路
出力段 : AB級出力回路

バイアス段 差動入力段 出力段

inm inpinpinm outM1

M3

M5

M4

M7

M8 M9

M13 M14

M11 M12

M10

M15

M16

C1

C2

R2

Vdd
+1.5V

Vss
-1.5V

M2
M6

R1
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部門4 : 提出回路

4

素子値
[μm]

M2~4 , M6~9 
M11~14 M5 , M10 M1 , M15 , M16

PMOS 10.0 / 0.6 10.0 / 0.6 × 2 10.0 / 0.6 × 4
NMOS 5.0 / 0.6 5.0 / 0.6 × 2 5.0 / 0.6 × 3

素子値

R1  [kΩ] 62
R2  [kΩ] 385

C1 ,C2 [pF] 1.0

PMOS䛾バルク䛿全てVDD、NMOS䛾バルク䛿全てVSSに接続

Vss
-1.5V

inm inpinpinm outM1

M3

M5

M4

M7

M8 M9

M13 M14

M11 M12

M10

M15

M16

C1

C2

R2

Vdd
+1.5V

M2
M6

R1
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シミュレーション

5

直流利得
53.7365 [dB]

位相余裕
63.3172 [deg]

直流利得 , 位相余裕 (評価回路b : AC)

利得

位相



Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

シミュレーション
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帯域幅 (評価回路a : AC)

-3dB帯域幅
93.7 [kHz]

Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

シミュレーション

7

入力電圧範囲 (評価回路a : DC)

最大値
148.58 [mV]

最小値
-148.93 [mV]

入力電圧を掃引し、
出力電圧が飽和し
始める入力電圧䛾値
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シミュレーション
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スルーレート (評価回路a : TRAN)

出力電圧が -900mV
900mVになった時刻

立ち上がり
0.74 [V/µS]

評価式

𝑆𝑅 =
1.8

𝑡2 − 𝑡1
𝑡2

𝑡1

Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

シミュレーション

9

スルーレート (評価回路a : TRAN)

立ち下がり
0.80 [V/µS]

出力電圧が -900mV
900mVになった時刻

評価式

𝑆𝑅 =
1.8

𝑡2 − 𝑡1
𝑡2

𝑡1
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評価結果

項目 評価結果 単位

直流利得 53.7365 dB

位相余裕 63.3172 deg

帯域幅 93.7 kHz

入力電圧範囲
最大値 148.58 mV

最小値 -148.93 mV

スルーレート
立ち上がり 0.74 V/µS

立ち下がり 0.80 V/µS

10

Copyright © 2020 ICLab. All Rights Reserved. /11

まとめ

11

こ䛾ような貴重な機会を与えてくださった
コンテスト運営及び審査委員䛾皆様と

協賛企業䛾皆様に深く感謝を申し上げます

・ 構成やパラメータ調整による特性䛾変化
について知ることが出来た

・ 3部門で入賞することが出来た䛾でよかった

・ MOSFETなど䛾䜀らつきや特性変動に気を
付け設計を行う



演算増幅器設計コンテスト
第3部門 ２位

愛知工業大学 工学研究科
電気電子工学専攻 光量子デバイス研究室

修士1年 日比 彪斗

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

部門3の評価式

電源電圧変動除去比
の二つに注目して回路構成を考える

同相除去比

得点
電源電圧変動除去比 倍 同相除去比 倍

直流利得 倍 電源電圧

dBではなく真値で計算



設計方針

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

• 電源電圧変動除去比（PSRR）
→バイアス段にて依存性をなくす

• 同相除去比（CMRR）
→ダイオード接続差動段＋差動増幅
にて同相利得→減，差動利得→増

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

提出回路

m1 W=4.0u L=0.8u
m2 W=4.0u L=0.8u  M=5
m3 W=1.5u  L=0.8u
m4 W=1.5u  L=0.8u
R1  15k

m10 W=6.8u  L=0.8u
m11 W=6.8u  L=0.8u
m12 W=1.6u L=0.8u
m13 W=1.6u L=0.8u
m14 W=3.0u L=0.8u 

m5 W=8.4u  L=0.8u 
m6 W=8.4u  L=0.8u 
m7 W=2u L=0.8u
m8 W=2u L=0.8u
m9 W=3.2u L=0.8u

m15 W=9.2u   L=0.8u
m16 W=2.2u  L=0.8u
C1 10p
R2 30k
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sim方針 回路 結果 考察 まとめ

同相除去比(CMRR)

同相利得
Acom＝-140.59dB
差動利得
Adif=45.05dB
同相除去比
CMRR=185.71dB

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

電源電圧変動除去比(PSRR)

VDD変動利得
Avdd＝-31.687dB
VSS変動利得
Avss=-48.314dB
差動利得
Adif=45.054dB
PSRR(VDD)=76.741dB
PSRR(VSS)=93.368dB
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方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

直流利得
直流利得
Simulation値：4.5056e+01dB
実際 ：7.5425e+01dB

出力抵抗
Simulation値：2.1447e+02Ω
実際 ：6.4273e+05Ω10ିଵ                   10ଵ                    10ଷ                      10ହ                    10                           10ଽ

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

評価結果

項目 評価結果(今年度)

電源電圧変動除去比 7.6741e+01

同相除去比 1.8571e+02
直流利得 7.5460e+01
電源電圧 3.0000e+00
スコア 1.2573e+05



方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

考察
• 同相除去比が大きく伸びた

→差動段にて同相利得を大きく落とすことが出来た

• 直流利得が高くなってしまった
→出力抵抗がかなり大きく設計されたため
⇒出力抵抗を下げ、直流利得>電源電圧変動除去比で
設計したらもっとスコアが伸びたと考える

方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

感想
今回、回路設計にて上位入賞することができ嬉しく思いま
す。

しかし、まだまだ回路設計への知識が足りないと感じる部分
が多々あり、素子値が決定できない回路も多くありました。

来年度の目標として、
課題を残さない納得のできる回路を作成します。



方針 回路 sim 結果 考察 まとめ

貴重な機会を設けて下さいました
運営の皆様及び協賛企業の皆様に深く感謝を申し上げます



演算増幅器設計コンテスト
シミュレーションの部
部門１：１位

2020年12月3日
東京理科大学 理工学研究科
電気工学専攻 兵庫研究室
齋藤滉生

部門１の評価項目

1

• 評価式
評価値 =

スルーレート V/s ×同相入力範囲 % ×直流利得 dB
消費電流[A]

• 設計方針
◆スルーレートと消費電流のトレードオフを
緩和する回路を設計

◆AB級増幅器を出力段に用いることで低消費電流

◆ rail-to-railでAB級を動作させる

→レベルシフトを用いないことで無信号時低電流



スルーレート

2

𝜏 =
1

1 + 𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

𝐴0 𝜔0

𝜔0が3dB帯域幅、
A0が閉ループ利得
とすると時定数
は以下のようになる

𝐴0または、 𝜔0が大きければ時定数が小さくなる

   

     

    

   

   

部門1の提出回路

3

    

    

   

      

   

   

   

   

      

        

      

        

    

   

    

   

                            

   

チャネル長：大 → 𝑔𝑑：小
消費電流を小さくしても十分な出力抵抗を確保できる。



部門1の提出回路（素子値）

4

NMOSのバルクはVSSに接続
PMOSのバルクはソースに接続

    

    

      

      

   

   

   

   

      

        

      

        

    

   

    

   

素子値 並列数

M0 4u/200n m=9

M1 4u/200n m=31

M2 4u/200n m=2

M3 4u/200n m=2

M4 4u/200n m=1

M5 4u/200n m=1

M6 4u/200n m=1

M9 2u/300n m=10

M10 2u/300n m=3

M11 2u/300n m=3

M12 2u/300n m=2

M13 2u/300n m=2

M14 2u/300n m=2

M15 2u/300n m=56

𝑅0 63MΩ

消費電流

5

• 電源電圧を±10%変動
• 温度を−40℃, 25℃, 80℃に変動
• 基準（VDD, 25℃）における値を無信号時の
消費電流として評価

VDD×0.9 VDD VDD×1.1
−40℃ 518 nA 618 nA 727 nA

25℃ 540 nA 𝟔𝟑𝟒 𝐧𝐀 734 nA

80℃ 563 nA 654 nA 750 nA

全ての条件で要件（基準の±50%以内）を満たしている



スルーレート（立ち下がり）

6

• スルーレートは
SR1～SR3における
傾きの平均値で評価
（立ち上りも同様）

• 評価式
𝑆𝑅 =

𝑆𝑅1 + 𝑆𝑅2 + 𝑆𝑅3
3

SR1 ΤV s SR2 ΤV s SR3 ΤV s SR ΤV s
−5.19 × 1010 −1.49 × 1010 −0.49 × 1010 −2.39 × 1010

SR2（0%）

SR1（90%）

SR3（−90%）

スルーレート（立ち上がり）

7

• SR（立ち下り）
−2.39 × 1010 V/s

• SR（立ち上り）
2.34 × 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝐕/𝐬

SR1 ΤV s SR2 ΤV s SR3 ΤV s SR ΤV s
5.51 × 1010 1.35 × 1010 0.16 × 1010 2.34 × 1010

SR2（0%）

SR1（90%）

SR3（−90%）



直流利得（補正前）

8

• 直流利得（＠0.1 Hz）
（補正前）

𝐴𝑠𝑖𝑚 = 10.9 dB
• 出力抵抗
（補正前）

𝑟𝑠𝑖𝑚 = 7.24 kΩ
• 位相余裕

𝜃 = 100 deg
• 利得帯域幅

𝑓 = 1 MHz
-30

-20

-10

0

10

20

-200

-150

-100

-50

0

50

0.1 10 1000 105 107

gain

phase

freq [Hz]

直流利得（補正後）

9

• 直流利得（補正後）
𝑨 = 𝟕𝟎. 𝟖 𝐝𝐁

• 出力抵抗（補正後）
𝑟 = 19.7 MΩ

補正前

補正後



結果

10

• 消費電流を抑えた
• 高スルーレートを実現できた

OPamp実装

11

• 今年試作の部は中止となってしまいましたが、
兵庫研究室では独自に試作をしました。



まとめ

12

感想
• 部門１で1位を取ることができて良かった
• 部門２, ３にまで手が回らなかったので来年頑
張りたい
謝辞
このような機会を与えてくださった演算増幅器設計
コンテスト運営の方々および協賛企業の方々に厚く
御礼申し上げます。

本コンテストは東京大学大規模集積システム設計教育研究センターを通し，シノプシス株式会社、日本ケイデ
ンス株式会社の協力で行われたものである。
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Tokyo University of Science, Umeda Laboratory

東京理科大学 理工学研究科 楳田研究室

2020/12/3

川原啓輔

はじめに
◼今年度は感染症の影響により試作の部が中止

◼東京理科大学兵庫研究室ではコンテストとは別に
演算増幅器のシャトル試作を実施

◼試作回路に定数調整を加えた回路を部門４に提出

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 2



概要
◼試作回路

◼評価項目と要件
◼回路構成とレイアウト
◼測定系と測定結果

◼部門４
◼評価項目と要件
◼回路構成
◼シミュレーション結果

◼まとめ

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 3

試作回路 - 評価項目と要件

◼昨年度の試作の部の評価回路に準拠

◼評価項目：無信号時の消費電流

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 4

評価回路

表1：要件

引用：https://www.ec.ict.e.titech.ac.jp/opamp/2018/design.pdf



試作回路 – 設計方針

◼負荷が重く、高スルーレートと低消費電力の両立が課題
→AB級出力段を採用

◼AB級はバラツキの影響を受けやすいため注意して設計

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 5

評価回路

表1：要件

試作回路 – 構成

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 6

バイアス 差動入力 AB級出力スタートアップ 位相補償

※バックゲートは電源に接続（キャパシタを除く）

弱反転領域を回避
（蓄積層を使用）



試作回路 – 素子定数

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 7

表記のないNMOS：𝑊
𝐿
= 4μm

1.6μm
, PMOS： 𝑊

𝐿
= 10μm

1.6μm

◼MOSの並列数Mを偶数に設定→コモンセントロイド配置

試作回路 – バイアス値

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 8

2μA 2μA

2μA

8.6μA

◼出力段に電流を配分→スルーレート向上

◼バラツキを考慮して電流比を約４倍に設定

2μA



レイアウト手順

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 9

1. マッチング対ごとにセルを作成し配線（Metal1）
2. 各セルを接続（Metal2)
3. グローバル配線（Metal3)

差動対のレイアウト

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 10

ガードリングダミーゲート ダミーゲート

マルチフィンガ＋コモンセントロイド

Poly

※N-well, Isolation領域等は省略

P+ diffusion
N+ diffusion
Contact
Metal 1



カレントミラーのレイアウト

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 11

ガードリングダミーゲート ダミーゲート

マルチフィンガ＋コモンセントロイド

Poly

※Isolation領域等は省略

P+ diffusion
N+ diffusion
Contact
Metal 1

全体レイアウト

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 12

172μm

145μm

チップ写真

（占有面積）＝0.025mm2



消費電流測定系

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 13

◼シャント抵抗を挿入し電流を検出

◼シャント抵抗の四端子法による実測値は9.917Ω

消費電流測定結果

Sim. Meas.
(CHIP1)

Meas.
(CHIP2)

Meas.
(CHIP3)

Meas.
(平均)

VDD側
消費電流 (μA)

19.4 (Fast)
18.3 (Typ.)
17.1 (Slow)

23.6 20.1 16.1 19.9

VSS側
消費電流 (μA)

19.3 (Fast)
18.2 (Typ.)
17.0 (Slow)

40.7 27.0 23.4 30.4

VDD側とVSS側の
平均消費電流 (μA)

19.4 (Fast)
18.3 (Typ.)
17.1 (Slow)

32.2 23.5 19.8 25.2

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 14

◼VDD側消費電流はシミュレーションと概ね一致
◼VSS側消費電流はシミュレーションに対して増加
（出力オフセットの影響）

◼最も消費電流の少ないCHIP3を詳細に測定



CHIP3 - 上昇ステップ応答

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 15

シミュレーション

◼上昇スルーレート＝1.2V/μs

◼シミュレーションに対してリンギング増加

CHIP3 - 下降ステップ応答

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 16

シミュレーション

◼下降スルーレート＝1.3V/μs

◼シミュレーションに対してリンギング増加



リンギング増の原因

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 17

蓄積層を使用するための
B端子への接続を忘れた😨
LVS検出されないため注意

バックゲート開放時
のシミュレーション結果

測定結果まとめ

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 18

項目 Sim. (Typ.) Meas.（CHIP3）

入力電圧範囲 ±140 mV ±150 mV

－3dB帯域幅 70 kHz 100 kHz以上

出力オフセット電圧 0.23 mV －39 mV

全高調波歪み率 0.045%
(@20 mVPP output swing)

0.80％
(@2 VPP output swing)

上昇スルーレート 1.3 V/μs 1.2 V/μs

下降スルーレート 1.4 V/μs 1.3 V/μs

消費電流 18.2 μA 19.8 μA

◼概ねシミュレーション結果と測定結果が一致

◼出力オフセットが増加→差動対のバイアス値に差？



部門４ - 評価項目と要件

◼負荷抵抗値・帰還抵抗値が試作回路の10倍

◼評価項目：無信号時の消費電流

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 19

評価回路

表1：要件

引用：https://www.ec.ict.e.titech.ac.jp/opamp/2020/design2020.pdf

試作回路の10倍

部門４ – 提出回路

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 20

NMOS：𝑊
𝐿
= 10μm

1.8μm
, PMOS： 𝑊

𝐿
= 30μm

1.8μm

削除

◼試作回路から定数調整・スタートアップ回路を削除



部門４ – 結果

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 21

項目 シミュレーション結果(Typ.)

入力電圧範囲 ±150 mV

－3dB帯域幅 30 kHz

出力オフセット電圧 0.13 mV

全高調波歪み率 0.016%
(@20 mVPP output swing)

上昇スルーレート 0.98 V/μs※

下降スルーレート 0.94 V/μs※

※手元のシミュレーション結果、コンテストのシステムとは評価手法が若干異なる

まとめ

演算増幅器設計コンテスト協賛企業の皆様と運営の皆様、

またチップ試作の機会を設けていただいた東京理科大学兵庫研究室に

心より感謝を申し上げます。

Tokyo University of Science, Umeda Laboratory 22

謝辞

◼回路の構成とレイアウト上の工夫点を紹介

◼測定結果とシミュレーション結果が概ね一致

◼試作回路はステップ応答のリンギングとオフセットが増加

◼演算増幅器の基本的な設計フローを理解できたので
より確実で高度な設計を模索したい
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設計方針

 2

評価式

スルーレート[V/s] × 同相入力範囲 [%] × 直流利得 [dB]

消費電流 [A]
評価値　＝

෦̍εϧʔϨʔτͱফඅిྲྀͰ͕ࠩͭ͘ʢॏཁʂʂʣ

 高スルーレート・低消費電流
3BJM�UP�3BJM�ճ࿏

 同相入力範囲を 100% に

ΧείʔυΛ༻͠ͳ͍

設計方針



部門１　提出回路

 3

Vdd

Vss

VoutVin- Vin+
Vin- Vin+

Vdd = 1.5 Vss = -1.5 バルク　pmos : Vdd　
               noms : Vss

提出回路　素子値

 4

Vdd

Vss

VoutVin- Vin+
Vin- Vin+

M1

R1

M2

M3

M4

M5 M6

M8M7

M9

M10

M11 M12

M13 M14

M16

M15

M17

M18

M20

M19

R1: 29MΩ

M1: M=10

M2: M=5

M3: M=5

M4: M=11

M5, M6: M=5

M7, M8: M=6

M9: M=55 M13, M14: M=3

M11, M12: M=2

M10: M=42 M15: M=4

M16: M=2

M17: M=3

M18: M=6

M19: M=10

M20: M=10

L=0.18um, pW=3.0um, nW=1.0um 統一



直流利得
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直流利得（シミュレーション値）
A0sim = 21.7397 dB

出力抵抗（シミュレーション値）
r0 = 2725.963 Ω

・直流利得の補正計算

負荷抵抗
RL = 20 kΩ

<latexit sha1_base64="ePwOna8lsxDQVsFyIFND1ja31hg=">AAACm3ichVFNSxxBEH2OmujExFUvgh6GLIoQWGokQREENZcQPOiadYXdZZgZe03jfDEzu6DD/AH/gAdPCiFIfkXIRcw5B39CyNFALjlYMzsgKonVdFfV63rVr7utwJFRTHTVp/QPDD55OjSsPht5/mK0NDa+Hfmd0BY123f8cMcyI+FIT9RiGTtiJwiF6VqOqFv7b7P9eleEkfS9D/FBIFquuefJtrTNmCGj9KbZUFeNhFJtWcu8kUTSTVOt2Q5NO6kayXqqvdLCrCLtpanabBmlMlUoN+1hoBdBGYVt+KXPaGIXPmx04ELAQ8yxAxMRjwZ0EALGWkgYCzmS+b5ACpW5Ha4SXGEyus/rHmeNAvU4z3pGOdvmUxyeITM1zNAPOqdruqAv9JP+/rNXkvfItBywt3pcERijR5Nbfx5luexjfLxl/VdzjDYWc62StQc5kt3C7vG7h8fXW0vVmWSWzugX6z+lK/rGN/C6v+1Pm6J6ApU/QL//3A+D+nxFf13R9c358spa8RdDmMJLzPGDL2AF77CBGh98gq+4xHdlWllT3ivrvVKlr+BM4I4ptRuUQ514</latexit>

A0 = A0sim
RL + r0

RL

直流利得補正式

直流利得補正後
A0 = 51.889 dB

AC 解析

スルーレート 立ち上がり

 6

-1.5

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

 1.5

0.0E+00 5.0E-07 1.0E-06 1.5E-06 2.0E-06

Vo
lt

[V
]

Time[s]

VIN
VOUT

SR1

SR2

SR3

過渡解析
評価値：　出力電圧が 0V, ±90% における傾き３点の平均値

SR1 = 4.87e+9

SR2 = 3.65e+9

SR3 = 7.98e+5

SRR = 2.84e+9



スルーレート
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-1.5

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

 1.5

0.0E+00 5.0E-07 1.0E-06 1.5E-06 2.0E-06

Vo
lt
[V
]

Time[s]

VIN
VOUTSR1

SR2

SR3

SR1 = -7.58e+9

SR2 = -1.12e+8

SR3 = -7.65e+5

SRF = -2.56e+9

過渡解析 立ち下がり

立ち下がり： 2.56e+9 V/s
立ち上がり： 2.84e+9 V/s

部門１　提出回路結果
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昨年度 今年度

スルーレート [V/s] 2.1288E+10 3.3546E+09

消費電流 [uA] 1.0611 1.6424

同相入力範囲 [%] 100 100

直流利得 [dB] 79.285 51.869

スコア 1.5906E+20 1.0594E+19



 部門２　設計方針
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評価式

利得帯域幅積 × 位相余裕
消費電力 × 出力抵抗 × 入力換算雑音

評価値　＝

 消費電力
͕̎ޮ͍ͯ͘ΔͷͰిѹʹ

 出力抵抗
ྫɺ্Ґೖʹ����Њ�͕ඞਢ

設計方針

２

 入力換算雑音
1.04�ೖྗͰઃܭ

設計方針

 10

（続き）

 出力抵抗

出力抵抗低減

① スーパーソースフォロア
Vdd

M1

M2

M3

M4

<latexit sha1_base64="isaVOd+8ddYpMlX71tXkngS5LtM=">AAACcHichVHLSsNAFD2NrxofrbpQcOGjKOKiTIqguCq6cdlWa4WmlCSONTRNQpIWaukP+AG6cOEDRMTPcOMPuPATxJUouHHhTRoQFfUOM3PmzD13zsyotqG7HmMPEaGru6e3L9ovDgwODcfiI6PbrlV3NJ7XLMNydlTF5YZu8rynewbfsR2u1FSDF9Tqur9faHDH1S1zy2vavFRTKqa+p2uKR5QsF8XtckuV2qJcKscTLMmCmP4JpBAkEEbGil9Bxi4saKijBg4THmEDClxqRUhgsIkroUWcQ0gP9jnaEElbpyxOGQqxVRortCqGrElrv6YbqDU6xaDukHIac+yeXbMXdsdu2CN7/7VWK6jhe2nSrHa03C7HDic23/5V1Wj2sP+p+tOzhz2sBF518m4HjH8LraNvHBy/bK7m5lrz7II9kf9z9sBu6QZm41W7zPLcCUT6AOn7c/8EhVRSWkpKUjaVSK+FfxHFJGaxQA++jDQ2kEGeDrZxhFOcRZ6FcWFKmOmkCpFQM4YvISx+ANZRjek=</latexit>

Vb1

<latexit sha1_base64="qJoBEh4FKWNDGUAROEu8N8730jI=">AAACcHichVHLSsNAFD2NrxpfVRcKLnyUirgokyIoropuXPZhH9CWksRRQ9MkJGmhlv6AH6ALFz5ARPwMN/6Ai36CuBIFNy68TQOiRb3DzJw5c8+dMzOKpWuOy1g7IPT1DwwOBYfFkdGx8YnQ5FTWMWu2yjOqqZt2XpEdrmsGz7iaq/O8ZXO5qug8p1S2O/u5OrcdzTR23YbFS1X5wND2NVV2iSoWC2K23FRiLbFYKofCLMq8WOgFkg/C8CNhhm5QxB5MqKihCg4DLmEdMhxqBUhgsIgroUmcTUjz9jlaEElboyxOGTKxFRoPaFXwWYPWnZqOp1bpFJ26TcoFRNgju2Wv7IHdsSf28Wutplej46VBs9LVcqs8cTybfv9XVaXZxeGX6k/PLvax4XnVyLvlMZ1bqF19/ej0Nb2ZijSX2RV7Jv+XrM3u6QZG/U29TvLUGUT6AOnnc/eCXCwqrUUlKRkLx7f8vwhiDktYoQdfRxw7SCBDB1s4wTkuAi/CjDAvLHZThYCvmca3EFY/AdhWjeo=</latexit>

Vb2

<latexit sha1_base64="mgx49oemWYRntjY3SOk2Np/3IO4=">AAACcHichVHLSsNAFD2NrxpfVRcKLqyWirgokyIoropuXNZHrdCWksSxDqZJSNJCLf0BP0AXLnyAiPgZbvwBF36CuJIKblx4mwZEi3qHmTlz5p47Z2Y02xCux9hTSOrq7untC/fLA4NDwyOR0bEd16o4Os/olmE5u5rqckOYPOMJz+C7tsPVsmbwrHa41trPVrnjCsvc9mo2L5TVkin2ha56ROXzOXmnWBdmQ84XipEYSzA/op1ACUAMQaStyA3y2IMFHRWUwWHCI2xAhUstBwUMNnEF1IlzCAl/n6MBmbQVyuKUoRJ7SGOJVrmANWndqun6ap1OMag7pIwizh7ZLWuyB3bHntnHr7Xqfo2WlxrNWlvL7eLI8eTW+7+qMs0eDr5Uf3r2sI9l36sg77bPtG6ht/XVo9Pm1spmvD7HrtgL+b9kT+yebmBW3/TrDb55Bpk+QPn53J0gm0woiwlF2UjGUqvBX4QxhVnM04MvIYV1pJGhg22c4BwXoVdpQpqWZtqpUijQjONbSAufX7uOLQ==</latexit>

Vin

<latexit sha1_base64="6c1xJ87bUzsoZ8nYMI2D0zIYC4s=">AAACl3ichVHLShxBFD3TxkQ7MY66EdwMGQxZDdWDkJBFEAVxOQ8nI04PTXdbMxb2K901A9r0D/gDLlwpiIjf4EpQfyALPyFkaSCbLLzd0xCiJLlFVZ06dc+tU1VW4IhIMnZXUMaejT9/MTGpvnw19Xq6ODP7OfIHoc1btu/44aZlRtwRHm9JIR2+GYTcdC2Ht63d1XS/PeRhJHxvQ+4FvOuafU/0hG1KooyipnfULSP2BzIp6ZFw+ZeS3gtNO9aSuG/EbjVJx6UkpJxqkqh61yiWWYVlUXoKtByUkUfNL55BxzZ82BjABYcHSdiBiYhaBxoYAuK6iIkLCYlsnyOBStoBZXHKMIndpbFPq07OerROa0aZ2qZTHOohKUtYZF/ZObtnt+yCfWO//lorzmqkXvZotkZaHhjTB/PNn/9VuTRL7PxW/dOzRA8fMq+CvAcZk97CHumH+4f3zY+NxfgtO2Hfyf8xu2NXdANv+MM+rfPGEVT6AO3xcz8F7WpFW6poWr1aXl7J/2ICC3iDd/Tg77GMddTQooMPcYlr3CjzyidlTVkfpSqFXDOHP0KpPwDlrZ1Q</latexit>

Zout '
1

gm2gm4ro2



設計方針
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（続き）

 出力抵抗 ② 負帰還回路

Zout =
ro,A3

1 +A2 さらに出力抵抗を低減

＋
- ＋

-

Vin+
Vin- A1 A2 A3

入力段 負帰還アンプ スーパー 
ソースフォロア

Vout

負帰還アンプの利得分

設計方針

 12

（続き）

 入力換算雑音

M1

M2 M3

M4 M5

Vin-Vin+

Vdd

Vss

<latexit sha1_base64="gEpVcxe5lmQm5E1iD9rHDh7MfWM=">AAACuHichVG7btRAFD0xjyTmkQ1pItFYrIKCiFbjTaKQVFFIQZlssmyk9coam1kzWr9kz64ULP9AfoCCKpEQQvxAehp+gCINLSDKINFQcO21xCMCruWZM+fec+fMjBP7MlWMnU1oly5fuTo5Na1fu37j5kxt9tbjNBomrmi7kR8lBw5PhS9D0VZS+eIgTgQPHF90nMHDIt8ZiSSVUbivDmPRC7gXyr50uSLKrrWsrr46sLOtfN/OLI8HAc8Nq59wNzPzzLOzoLm0nOfGomncr/iCXFlazX9J3zOsbeErbvR1q2fX6qzByjAuArMCdVSxE9VewcITRHAxRACBEIqwD46Uvi5MMMTE9ZARlxCSZV4gh07aIVUJquDEDmj0aNWt2JDWRc+0VLu0i09/QkoDC+w9e83O2Tv2hn1m3//aKyt7FF4OaXbGWhHbM0fze9/+qwpoVnj6U/VPzwp9PCi9SvIel0xxCnesHz17fr630VrI7rIT9oX8H7Mz9pZOEI6+ui93ResFdHoA88/rvgg6zYa50jDN3WZ9c6t6iyncxh0s0oWvYROPsIM2bXyKD/iIT9q6ZmueJsel2kSlmcNvoSU/AMyaqCw=</latexit>

5kBT�
1

gm2,3
(1 +

gm4,5

gm2,3
)�f熱雑音

M2, M3 の LW 比を大きく
M4, M5 の LW 比を小さく

<latexit sha1_base64="SwJz6A5BcgSn3zidhJ6vbKC1Jzw=">AAAC43ichVFLSxxBEK4Z89DRxI1eArkMWRSDsvRMDIacJOYQiAdf6wo76zAz9uiw82hmepeYpv+AxxDIIeSgEIL4M3LJH8jBs6eQo0IuOVjzIGIkWk13VX9ffdXV3S4Lg4wTcqyoA7du37k7OKQNj9y7P1p7MLaeJb3Uo00vCZN0w3UyGgYxbfKAh3SDpdSJ3JC23O5Czrf6NM2CJF7ju4x2Imc7DvzAczhCdk1abc3yU8cTZtcWTEqxYIvkrWzZwpx5KhdLJ6cMfVov897YIpa6FfUKv7gpTFkl5RSrKPaXmp15JuWTSmy9oiF3dF8KX2pWx67VSYMUpl8NjCqoQ2VLSe0rWLAFCXjQgwgoxMAxDsGBDEcbDCDAEOuAQCzFKCh4ChI01PYwi2KGg2gX123ctSs0xn1eMyvUHp4S4kxRqcME+UEOySn5To7IT/Lnv7VEUSPvZRe9W2ops0f3Hq7+vlEVoeewc6G6tmcOPjwveg2wd1Yg+S28Ut9/9/F09cXKhJgkB+QX9r9Pjsk3vEHcP/O+LNOVT6DhBxj/PvfVoGU2jNmGYSyb9fmX1V8MwiN4DFP44HMwD69hCZp48IkypIwp4+qWuqe+Vz+UqapSacbhkqmfzwHofre9</latexit>

2kp
CoxW2,3L2,3

(1 +
KnµnL2

2,3

KpµpL2
4,5

)
�f

fフリッカ雑音

M2, M3 の面積を大きく
M4, M5 の L を小さく

<latexit sha1_base64="UlSX+5jDOnvmXcP5Gld5pky11xM=">AAACb3ichVHLSsNAFD2NrxofrQoiCFIsFd2USREUV6VuXPZhrdCWksRRQ9MkJGmhlv6Ae3EhKAoi4me48Qdc9BPEjaDgxoW3aUC0qDdM5syZe+6cuaNYuua4jHUCwsDg0PBIcFQcG5+YDIWnpnccs26rPK+aumnvKrLDdc3geVdzdb5r2VyuKTovKNXN7n6hwW1HM41tt2nxck0+MLR9TZVdooqlolittFJtsVSuhKMszryI9APJB1H4kTbDNyhhDyZU1FEDhwGXsA4ZDn1FSGCwiCujRZxNSPP2OdoQSVunLE4ZMrFV+h/QquizBq27NR1PrdIpOg2blBHE2CO7Za/sgd2xJ/bxa62WV6PrpUmz0tNyqxI6nsu9/6uq0ezi8Ev1p2cX+1j3vGrk3fKY7i3Unr5xdPqa28jGWkvsij2T/0vWYfd0A6Pxpl5nePYMIj2A9LPd/aCQiEurcUnKJKLJlP8WQcxjEcvU8DUksYU08l7LTnCOi8CLMCssCJFeqhDwNTP4FsLKJzWcjaM=</latexit>

kB
<latexit sha1_base64="zxLFC22ziYBQtOdCjeKyRXs1A20=">AAACcHichVHLSsNAFD2NrxofrbpQcOGjKOKiTIqguCq6cdmHtUJTJIljDc2LJC3U4g/4Abpw4QNExM9w4w+46CeIK1Fw48LbNCAq6h1m5syZe+6cmVEdQ/d8xloRoau7p7cv2i8ODA4Nx+Ijo1ueXXM1XtBsw3a3VcXjhm7xgq/7Bt92XK6YqsGLanW9vV+sc9fTbWvTbzi8bCoVS9/TNcUnSpZLolxRTFMR5fJOPMGSLIjpn0AKQQJhZOz4NWTswoaGGkxwWPAJG1DgUStBAoNDXBlN4lxCerDPcQiRtDXK4pShEFulsUKrUshatG7X9AK1RqcY1F1STmOOPbAb9sLu2S17ZO+/1moGNdpeGjSrHS13dmJHE/m3f1UmzT72P1V/evaxh5XAq07enYBp30Lr6OsHJy/51dxcc55dsifyf8Fa7I5uYNVftassz51CpA+Qvj/3T1BMJaWlpCRlU4n0WvgXUUxiFgv04MtIYwMZFOhgB8c4w3nkWRgXpoSZTqoQCTVj+BLC4gcVHo4I</latexit>�

<latexit sha1_base64="HSEPzmNA8Oz+UH1AI2l0WfMg2OU=">AAACcXichVHLSgMxFD0d3+OjVTeCm2JRBKVkRFBciW4EN31YK7SlzIxpHTovZ9KCFn/AH3DhRgUR8TPc+AMu/ARxp4IbF96ZDoiKekOSk5N7bk4SzTUNXzD2EJO6unt6+/oH5MGh4ZF4YnRs23eans4LumM63o6m+tw0bF4QhjD5jutx1dJMXtQa68F+scU933DsLXHg8oql1m2jZuiqIKpSLsmb1bY97x7J5Uo1kWJpFkbyJ1AikEIUGSdxhTJ24UBHExY4bAjCJlT41EpQwOASV0GbOI+QEe5zHEEmbZOyOGWoxDZorNOqFLE2rYOafqjW6RSTukfKJKbZPbtmL+yO3bBH9v5rrXZYI/ByQLPW0XK3Gj+eyL/9q7JoFtj7VP3pWaCG5dCrQd7dkAluoXf0rcOTl/xKbro9wy7YE/k/Zw/slm5gt171yyzPnUKmD1C+P/dPUFxIK4tpRckupFbXor/oxySmMEsPvoRVbCCDAh28jxOc4Tz2LE1ISWmqkyrFIs04voQ09wHYU45f</latexit>

Kn,p: ボルツマン係数
: チャネル熱雑音係数

: フリッカ雑音係数



回路構成　案１
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Vdd = 0.9 Vss = -0.9 Vdd

Vss

VoutVin-Vin+

入力段 負帰還アンプ SSFバイアス段

案１　回路スコア
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案１　回路特性値

消費電力 [W] 3.45E-05

出力抵抗 [Ω] 3.93E-01

入力換算雑音 [V] 2.51E-03

利得帯域幅積 [Hz] 6.99E+06

位相余裕 [deg] 7.53E+01

スコア 4.46E+20

出力抵抗が目標の 0.1Ω に届いていない
出力抵抗低減の方針を見直す



案１回路　修正方針
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出力抵抗をさらに低減させたい
Vdd

Vss

VoutVin-Vin+

Zout =
ro,A3

1 +A2
負帰還アンプをカスコードに変更

最終提出回路
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Vdd = 0.9 Vss = -0.9
Vdd

Vss

VoutVin-Vin+
M1 M2

M3 M4

R1

R2

C1

M5

M6 M7

M8 M9

M10

M11 M12

M13 M14

M15 M16

M17

M18

M19

M20

R1: 3k

M1, M2: L=0.8u W=1.3u

M3, M4: L=12u W=16u

M5: L=0.8u W=1.5u

M6, M7: L=1.5u W=15u

M8, M9: L=5.6u W=0.56u

M10: L=0.8u W=0.4u

M11, M12: L=0.8u W=8.0u

M13, M14: L=0.3u W=3.0u

R2: 10.4k

C1: 0.6p

M15, M16: L=4.2u W=0.42u

M17: L=0.8u W=6.7u

M18: L=1.0u W=26.5u

M19: L=12u W=3.0u

M20: L=0.18u W=10u



消費電力

 17

電源電圧

vdd×0.9 Vdd vdd×1.1

温度

-40℃ 16.70 uA 21.72 uA 27.09 uA

25℃ 14.76 uA 19.23 uA 24.08 uA

80℃ 13.40 uA 17.45 uA 21.87 uA

評価値： 消費電力 = 申告された電源電圧 × 消費電流
1.8 × 19.23uA  =  34.61 uW

9.62 uW(50%) ~ 28.85 uW(150%)

消費電流

消費電力

<  100 mW

要件：申告した電源電圧と温度25℃の時の消費電流の50% 以内

位相余裕・利得帯域幅積
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・位相余裕

58.40 deg

・利得帯域幅積

6.97 MHz
Gain [dB]

Phase [deg]

Frequancy [Hz]

G
ai

n 
[d

B]

AC 解析
・直流利得

44.68 dB

-121.59 deg

180 - | -121.59 | = 

利得 0 dB の時の周波数



入力換算雑音
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 0
 0.0001
 0.0002
 0.0003
 0.0004
 0.0005
 0.0006
 0.0007
 0.0008
 0.0009
 0.001

 0.0011
 0.0012
 0.0013
 0.0014

1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+03 1E+04 1E+05 1E+06

Vo
lt
ag
e 
No
is
e 
De
ns
it
y[
V/
Hz

1/
2 ]

Freq[Hz]

IRN

・入力換算雑音
1.70 mV

積分値

NOISE 解析

部門２　最終提出回路スコア
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案１　回路特性値 最終提出回路特性値

消費電力 [W] 3.45E-05 3.4664E-05

出力抵抗 [Ω] 3.93E-01 1.0018E-01

入力換算雑音 [V] 2.51E-03 1.7429E-03

利得帯域幅積 [Hz] 6.99E+06 5.9053E+06

位相余裕 [deg] 7.53E+01 5.3555E+01

スコア 4.46E+20 1.5074E+21

出力抵抗を 0.1Ω に近づけることができた
利得帯域幅積に着目しなかったことがスコアが伸びなかった原因



部門３　設計方針
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電源電圧変動除去比 × 同相除去比
直流利得 × 電源電圧

評価値　＝ ２

評価式

ਅͷ͕̎ޮ͍ͯ͘ΔͷͰ���E#�Λ͢ࢦ
 直流利得

設計方針

෦̎ͷճ࿏Λ͍·ΘͤΔ
 PSRR

རಘͱ࿈ಈ͍ͯ͠ΔͷͰؾʹ͠ͳ͍

部門３　回路構成
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Vdd

Vss

VoutVin-Vin+
M1

M2

M3 M4

R1

R2

C1

M5

M6 M7

M8 M9

M10

M11 M12

M15 M16

M17

M18

M19
M20

R1: 2.977k

M1, M2: L=0.3u W=1.3u

M3, M4: L=13.4u W=16.4u

M5: L=0.3u W=1.5u

M6, M7: L=0.6u W=12.0u

M8, M9: L=4.2u W=0.42u

M10: L=0.4u W=0.6u

M11, M12: L=0.3u W=7.9u

R2: 20k

C1: 1.0p

M15, M16: L=4.2u W=0.42u

M17: L=0.4u W=6.7u

M18: L=1.0u W=23.5u

M19: L=13.4u W=3.0u

M20: L=0.18u W=10u

Vdd = 0.9 Vss = -0.9



直流利得
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Frequancy [Hz]

G
ai

n 
[d

B]

直流利得（シミュレーション値）
A0sim = 41.5825 dB

出力抵抗（シミュレーション値）
r0 = 6.7058 mΩ

・直流利得の補正計算

負荷抵抗
RL = 20 kΩ

<latexit sha1_base64="ePwOna8lsxDQVsFyIFND1ja31hg=">AAACm3ichVFNSxxBEH2OmujExFUvgh6GLIoQWGokQREENZcQPOiadYXdZZgZe03jfDEzu6DD/AH/gAdPCiFIfkXIRcw5B39CyNFALjlYMzsgKonVdFfV63rVr7utwJFRTHTVp/QPDD55OjSsPht5/mK0NDa+Hfmd0BY123f8cMcyI+FIT9RiGTtiJwiF6VqOqFv7b7P9eleEkfS9D/FBIFquuefJtrTNmCGj9KbZUFeNhFJtWcu8kUTSTVOt2Q5NO6kayXqqvdLCrCLtpanabBmlMlUoN+1hoBdBGYVt+KXPaGIXPmx04ELAQ8yxAxMRjwZ0EALGWkgYCzmS+b5ACpW5Ha4SXGEyus/rHmeNAvU4z3pGOdvmUxyeITM1zNAPOqdruqAv9JP+/rNXkvfItBywt3pcERijR5Nbfx5luexjfLxl/VdzjDYWc62StQc5kt3C7vG7h8fXW0vVmWSWzugX6z+lK/rGN/C6v+1Pm6J6ApU/QL//3A+D+nxFf13R9c358spa8RdDmMJLzPGDL2AF77CBGh98gq+4xHdlWllT3ivrvVKlr+BM4I4ptRuUQ514</latexit>

A0 = A0sim
RL + r0

RL

直流利得補正式

直流利得補正後
A0 = 41.538 dB

Gain [dB]
Phase [deg]

CMRR
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赤： 同相利得
青： 差動利得

CMRR: 93.612 dB 同相利得：-52.029 dB
差動利得：41.582 dB



PSRR
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黒：PSRR(VDD側)

54.1581 dB

青：PSRR(VSS側)

43.9389 dB

部門３　提出回路の結果
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回路特性値

電源電圧変動除去比 [dB] 43.941

同相除去比 [dB] 132.44

直流利得 [dB] 41.538

電源電圧 [V] 1.8

スコア 2.5703E+04

直流利得を40dBに近づけることができた
CMRR を上げる手立てを考えるべきだった



感想
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• 今まで部門１をメインに参加してきたが、今年は他の部門にも
　   積極的に参加した

謝辞
演算増幅器設計コンテスト運営の皆様

協賛企業の皆様
厚く感謝申し上げます

• 最後に１位を取れて良かった

•  どの特性をメインに設計を行っていくかで設計方法が変わるので、
        今年初めて部門２、３に参加して、新しい気づきや知識、難しさを
　　得たので、後輩に４年生から全ての部門への参加を促していきたい
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OUTLINE

部門2

部門3

部門4

まとめ

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針

 4

部門2の得点評価式は以下のようになっている。

また、それぞれの特性について一般的な設計をした場合の範囲は以下の表となる。

最小 最大 最大/最小

利得帯域幅積 [Hz] 1E+06 1E+09 1.0E+03

位相余裕 [°] 45 100 2.2E+00

消費電力2 [W] (1E-05)2 (1E-03)2 1.0E+04

出力抵抗 [Ω] 0.1 1E+05 1.0E+06

入力換算雑音 [V/√Hz] 1E-03 1E-01 1.0E+02

・評価式で見る部門2
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・評価式で見る部門2

得点への影響
大　出力抵抗→消費電力→利得帯域幅積→入力換算雑音→位相余裕　小

高得点を取るためには基本的にはこの優先度で設計を行うことが重要。

最小 最大 最大/最小

利得帯域幅積 [Hz] 1E+06 1E+09 1.0E+03

位相余裕 [°] 45 100 2.2E+00

消費電力2 [W] (1E-05)2 (1E-03)2 1.0E+04

出力抵抗 [Ω] 0.1 1E+05 1.0E+06

入力換算雑音 [V/√Hz] 1E-03 1E-01 1.0E+02

①

②

③

④

⑤

ト
レ
ー
ド
オ
フ

設計方針

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB  6

設計方針
・部門2の回路設計方針

1. 出力抵抗を最小の0.1Ωにする。
→負帰還アンプ + スーパーソースフォロワ

2. 消費電力を小さくする。
→1段増幅。ゲインブースト回路付き差動対を使用

3. 利得帯域幅積を大きくする。
→差動対をカスコード化 + 小型MOS

Vout

Vb1

VDD

VSS

Vin

Vb2

M0

M1

M2

M3

一般的なSSF

スーパーソースフォロワ (SSF) の出力抵抗の計算式は以下の
ようになる。

利得は約1倍なので、出力段にバッファとして用いることが
できる。

https://www.researchgate.net/publication/
321034471_Design_and_Analysis_of_Super_Source_Follower
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設計方針
・部門2の回路設計方針

1. 出力抵抗を最小の0.1Ωにする。
→負帰還アンプ + スーパーソースフォロワ

2. 消費電力を小さくする。
→1段増幅。ゲインブースト回路付き差動対を使用

3. 利得帯域幅積を大きくする。
→差動対をカスコード化 + 小型MOS

負帰還アンプ付きSSF

Vout

Vb1

VDD

VSS

Vb2

M0

M1

M2

M3

−

+
AVin

負帰還アンプとSSFを組み合わせた場合、出力抵抗は以下の
ようになる。

→SSFのみに比べ、更に出力抵抗の低減が可能
　(ただしアンプ1つ分消費電力が増加する)

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB  8

設計方針
・部門2の回路設計方針

1. 出力抵抗を最小の0.1Ωにする。
→負帰還アンプ + スーパーソースフォロワ

2. 消費電力を小さくする。
→1段増幅。ゲインブースト回路付き差動対を使用

3. 利得帯域幅積を大きくする。
→差動対をカスコード化 + 小型MOS

VDD

VSS

Vinp Vinm

Vb1

Vout

ゲインブースト回路付き差動対

低消費電流 + 後述の小型MOS だと利得が稼ぎづらい。
ゲインブースト回路を用いて1段で40dB以上増幅できる
ように。
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設計方針
・部門2の回路設計方針

1. 出力抵抗を最小の0.1Ωにする。
→負帰還アンプ + スーパーソースフォロワ

2. 消費電力を小さくする。
→1段増幅。ゲインブースト回路付き差動対を使用

3. 利得帯域幅積を大きくする。
→差動対をカスコード化 + 小型MOS

VDD

VSS

Vinp Vinm

Vb1

Vb2

Vb3

Vout

周波数特性が悪化する主な原因
→MOSの寄生容量

・差動対をカスコード化し、ミラー容量を低減。
・チャネル長Lの小さいMOSで設計する。

カスコード差動対

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

提出回路
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VDD

VSS

Vinp Vinm

Vout

Vb1

Vb3

Vb2

Vb2 Vb2

Vb3 Vb3 Vb3

Vb4 Vb4

M7

M34

M35

M1

M4

M3

M17

M31 M32

M20 M21

M18 M19

M5 M6

M14

M13

C2

M26 M16 M28

M12 M15

M25

M33 M36

M29 M30

M22 M24

M27

M8

M10

M11

M2

M9

R1

M7, M12, M15, M20, M21, M31, M32, M33, M34, M36: 0.2/3.0
M4, M9, M14, M25, M26, M27, M28: 0.2/2.0
M1, M18, M19, M29, M30, M35: 0.2/1.0
M5, M6, M22, M24: 3.0/0.3
M3, M13: 0.2/15.0
M16, M17: 0.2/6.0

M2, M11: 0.2/3.5
M8: 0.2/16.5
M10: 0.2/10.5
R1: 850 [kΩ]
C2: 0.2 [pF]

VDD: 1.5 [V]、VSS: -1.5 [V]、PMOSバルク: VDDに接続、NMOSバルク: VSSに接続
素子値は以下の通り。(MOSFETはLength[μm]/Width[μm])
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VDD

VSS

Vinp Vinm

Vout

Vb1

Vb3

Vb2

Vb2 Vb2

Vb3 Vb3 Vb3

Vb4 Vb4

M7

M34

M35

M1

M4

M3

M17

M31 M32

M20 M21

M18 M19

M5 M6

M14

M13

C2

M26 M16 M28

M12 M15

M25

M33 M36

M29 M30

M22 M24

M27

M8

M10

M11

M2

M9

R1

バイアス段
ゲインブースト回路

+
カスコード差動増幅

負帰還アンプ スーパーソース
フォロワ

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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• 位相余裕 & 利得帯域幅積

直流利得: 66.57 [dB]、位相余裕: 73.18 [°]、利得帯域幅積: 13.67 [MHz]

実線: 利得
破線: 位相 ・

・

1stポール

2ndポール
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シミュレーション結果
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• 出力抵抗

シミュレーションでの直流利得: 66.57 [dB]
シミュレーションでの出力抵抗: 5.238E-05 [Ω]

実際の直流利得: 67.57 [dB]
実際の出力抵抗: 0.05585 [Ω]

シミュレーションの結果は特性を評価する回路を含めた結果。
→オペアンプ単体の特性は補正計算を行う必要がある。

補正計算には公式ページの便利ツール（http://ec-opamp.ce.titech.ac.jp/
opcon/tools/dcgain_ro_corrector.cgi）を使用。

補正計算

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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• 消費電力

VDD

VSS

Vinp Vinm

Vout

Vb1

Vb3

Vb2

Vb2 Vb2

Vb3 Vb3 Vb3

Vb4 Vb4

M7

M34

M35

M1

M4

M3

M17

M31 M32

M20 M21

M18 M19

M5 M6

M14

M13

C2

M26 M16 M28

M12 M15

M25

M33 M36

M29 M30

M22 M24

M27

M8

M10

M11

M2

M9

R1

1.11μA 0.82μA 2.13μA 0.83μA 0.82μA 2.09μA 0.82μA 7.50μA

消費電流: 16.12 [μA]、電源電圧: 3.0 [V]、消費電力: 48.36 [μW]
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• 入力換算雑音

入力換算雑音: 34.22 [mV]

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

部門2 スコア

 16

項目 評価値

消費電力 [W] 4.8419E+05

出力抵抗 [Ω] 1.0000E-01

入力換算雑音 [V] 1.7011E-02

利得帯域幅積 [Hz] 1.3551E+07

位相余裕 [deg] 6.6737E+01

スコア 2.2677E+20

• 出力抵抗を最小値である0.1Ω
で設計できた。

• 電源電圧を下げて設計を行う
ことで、更に消費電力を小さ
くできた可能性有り。

• 入力換算雑音が例年の入賞回
路に比べて大きくなってし
まった。

◎

△

×

◯

◯
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部門2

部門3

部門4

まとめ

OUTLINE

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針
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・評価式で見る部門3

部門3の得点評価式は(1)式。
電源電圧変動除去比と同相除去比を変形すると(2)式になる。どちらも直流利得（差動
利得）に比例して大きくなる。
(2)式をまとめると(3)式になる。
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設計方針
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・評価式で見る部門3

つまり、部門3で高得点を取るためには、
1. 電源電圧変動除去係数を大きくする。
2. 同相利得を小さくする。
3. 電源電圧を下げる。
ことが重要となる。

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

設計方針
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・部門3の回路設計方針

1. 同相利得を小さくする。
→CMFB回路とCMFF回路の組み合わせ。

2. 電源電圧を下げる
→3.0Vから1.8Vに。

CMFB (Common Mode FeedBack) 回路
増幅段の出力の同相信号を検出し、それを入力に返して
一定の電圧に収まるように制御する回路。

CMFF (Common Mode FeedForward) 回路
増幅段でそもそも同相信号を出力に伝えないように制御
する回路。

CMFF

CMFB

Input Output

参考にした論文
https://www.researchgate.net/publication/2982201_A_fully_balanced_pseudo-differential_OTA_with_common-
mode_feedforward_and_inherent_common-mode_feedback_detector
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・部門3の回路設計方針

1. 同相利得を小さくする。
→CMFB回路とCMFF回路の組み合わせ。

2. 電源電圧を下げる
→3.0Vから1.8Vに。

コンテスト標準の電源電圧3.0V (±1.5V) から、元々のプロセスパラメータ標準の
電源電圧1.8V (±0.9V) で動作するように設計。
→3.0/1.8≒1.67 なので他の特性が同じであれば約1.67倍のスコア向上。

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

提出回路
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VDD

VSS

Vinp Vinm

VoutVo1 Vo2
Vo1Vo2

R1

M1

M34

M15 M14

M12 M13
C1

M7

M6
M3

M4 M5

M2

M18
M9

M8

M17 M16

M10 M11
C2

M28

M27
M23

M24

M21M22

M19 M20M25

M26

M29

M1, M2, M3, M6, M8, M10, M11, M12, M13: 1.0/3.0
M7, M9, M14, M15, M16, M17: 1.0/9.0
M19, M20, M23, M25: 1.0/1.5
M24, M26: 1.0/4.5
M4, M5: 0.2/1.8
M21, M22: 0.2/0.9

M29, M34: 10.0/90.0
M18: 10.0/180.0
M27: 1.0/16.6
M28: 1.0/45.0
C1, C2: 3.0 [pF]
R1: 148.726 [kΩ]

VDD: 0.9 [V]、VSS: -0.9 [V]、PMOSバルク: VDDに接続、NMOSバルク: VSSに接続
素子値は以下の通り。(MOSFETはLength [μm]/Width [μm])
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VDD

VSS

Vinp Vinm

VoutVo1 Vo2
Vo1Vo2

R1

M1

M34

M15 M14

M12 M13
C1

M7

M6
M3

M4 M5

M2

M18
M9

M8

M17 M16

M10 M11
C2

M28

M27
M23

M24

M21M22

M19 M20M25

M26

M29

CMFB

バイアス段 1段目 2段目
位相補償コンデンサ

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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• 同相除去比（CMRR）

0.1Hz時　差動利得: 45.05 [dB]、同相利得: -104.99 [dB]、CMRR: 150.04 [dB]

青: 差動利得
赤: 同相利得

緑: CMRR
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• 電源電圧変動除去比（PSRR）

0.1Hz時　VDD側PSRR: 71.20 [dB]、VSS側PSRR: 77.20 [dB]

緑: VDD側PSRR
青: VSS側PSRR

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果
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• 直流利得

実際の直流利得: 67.61 [dB]
実際の出力抵抗: 2.484E+05 [Ω]

シミュレーションでの直流利得: 45.05 [dB]

シミュレーションでの出力抵抗: 204.69 [Ω]

補正計算

1stポール
2ndポール
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項目 評価値

電源電圧変動除去比 [dB] 7.1205E+01

同相除去比 [dB] 2.3322E+02

直流利得 [dB] 6.7514E+01

電源電圧 [V] 1.8000E+00

スコア 1.6390E+08

• 設計方針通りに同相利得を小
さくし、CMRRを大きくする
ことができた。

• 電源電圧を標準の3V→1.8Vに
低電圧化し、スコアを向上さ
せられた。

• PSRRを大きくする工夫がで
きなかった。

◎

◯

◯

△

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB  28

OUTLINE

部門2

部門3

部門4

まとめ
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設計方針
・部門4の回路設計方針

時間が無かったため回路構成は研究室で行ったチップの試作で設計したものと
し、素子値を少し変更して提出。
（元々今年は試作の部がなくなり、自分の設計したい回路を作っていたので、
消費電流を特に考慮した回路構成ではない。）

部門4の評価は消費電流がそのまま得点となる。
↓

最低要項を満たしつつ、トレードオフとなるスルーレートをギリギリで設計
し、消費電流を下げる。
ただし1nFの容量性負荷を駆動する必要があり、スルーレートが取りにくい。

消費電流 スルーレート
トレードオフ

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

提出回路
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VDD: 1.5 [V]、VSS: -1.5 [V]、PMOSバルク: VDDに接続、NMOSバルク: VSSに接続
素子値は以下の通り。

VDD

VSS

Vinp Vinm

Vb1 Vb1

Vb1

Vb1

Vb4 Vb4

Vb4

Vb4

Vout

M6

R1

M1

M29

M31 M32M14 M15

M13

M2

M7

M3

M8

M28

M27

M26

M25

M9 M10

M11 M12

M34

M17

M24

M19

M16

M23

C3

C4

R2

M4

M5

PMOS (L=0.8 [μm], W=9.0 [μm])
M16, M19, M25, M27, M31, M32, M34: M=1
M6, M7, M8, M29: M=2
M2, M3: M=4
M4: M=5

NMOS (L=0.8 [μm], W=3.0 [μm])
M14, M15, M17, M23, M24, M26, M28: M=1
M1, M9, M10, M13: M=2
M11, M12: M=4
M5: M=5

R1: 330 [kΩ], R2: 550 [kΩ], C3: 0.5 [pF], C4: 0.5 [pF]
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VDD

VSS

Vinp Vinm

Vb1 Vb1

Vb1

Vb1

Vb4 Vb4

Vb4

Vb4

Vout

M6

R1

M1

M29

M31 M32M14 M15

M13

M2

M7

M3

M8

M28

M27

M26

M25

M9 M10

M11 M12

M34

M17

M24

M19

M16

M23

C3

C4

R2

M4

M5

バイアス段 Rail to Rail
折り返しカスコード増幅段

AB級
バイアス段

AB級
出力段

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

シミュレーション結果

 32

VDD

VSS

Vinp Vinm

Vb1 Vb1

Vb1

Vb1

Vb4 Vb4

Vb4

Vb4

Vout

M6

R1

M1

M29

M31 M32M14 M15

M13

M2

M7

M3

M8

M28

M27

M26

M25

M9 M10

M11 M12

M34

M17

M24

M19

M16

M23

C3

C4

R2

M4

M5

15.21uA1.90uA1.88uA3.78uA3.78uA3.76uA

消費電流: 30.31 [uA]

• 消費電流
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• スルーレート

 2.50 [μs]  2.46 [μs]

・ ・

・ ・

立ち下がり: 1.8/2.50=0.720 [μV/s]、立ち上がり: 1.8/2.46=0.732 [μV/s]

緑: 入力
青: 出力

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB

レイアウト結果
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PMOS

NMOS

抵抗

コンデンサ

素子値は異なるものの、同じ回路構成をレイアウトした結果。（jedatのismoを使用）
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項目 評価値

消費電流 [A] 3.0283E-05

• デザイン部門の最低要件を満
たし、動作する回路を設計で
きた。

• スルーレートをコンテストで
通るギリギリに設計しつつ、
消費電流を減らすことができ
た。

GUNMA UNIVERSITY TAKAI-LAB  36

OUTLINE

部門2

部門3

部門4

まとめ
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まとめ & 感想

演算増幅器設計コンテスト運営の方々
協賛企業の方々、審査員の方々

このような大変貴重な機会を設けていただき、
心より感謝申し上げます。

謝辞

•このコンテストに参加することで、各部門ごとに特化した性能の
回路を設計する難しさを知ることができ、自身の回路設計の知識
向上やスキルアップに繋がった。

•最も力を入れた部門3で過去最高のスコアを取り、総合優勝でき
たので良かった。
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