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12 放送および

ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ

12.1 ﾗｼﾞｵ演奏設備 635

12.1.1 ﾏｲｸﾛﾎﾝ 635

12.1.2 VU計(音量計) 637

12.1.3 円板録音再生器 637

12.1.4 ﾃｰﾌﾟ録音再生器 638

12.2 送信設備 640

12.2.1 同調回路 640

12.2.2 放送用ｱﾝﾃﾅ 641

12.3 FM放送 642

12.3.1 ｽﾃﾚｵ放送 642

12.3.2 FM演奏設備 645

12.3.3 FM送信設備 645

12.4 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ概論 645
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12.4.3 飛越走査 646

12.4.4 映像信号 646
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12.4.6 各国の標準方式 647

12.4.7 同期信号 648

12.5 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ送像設備 648

12.5.1 送像設備 648

12.5.2 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝｽﾀｼﾞｵ 650

12.5.3 副調整室 650

12.5.4 照明設備 653

12.5.5 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝｶﾒﾗ 656

12.5.6 ｲﾒｰｼﾞｵﾙｼｺﾝ 657
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ｶﾒﾗ 659
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12.5.9 映像AGC(自動利得)調整器と

安定化増幅器 660

12.5.10 同期信号発生器 665

12.5.11 ﾌｨﾙﾑ送像設備 667

12.5.12 ﾋﾞｼﾞｺﾝ 668
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12.5.14 間欠式映写機 669
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12.6.1 色 672
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12.6.4 分離輝度方式 673



12.6.5 分離輝度4撮像管方式

ｶﾒﾗ 674

12.6.6 分離輝度2撮像管方式

ｶﾒﾗ 674

12.7 ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ送信設備 675
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12.7.2 正変調と負変調 676
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13.1 直流供給電源方式 683

13.1.1 浮動方式 683

13.1.2 1次電源を予備電源

とする方式 685

13.1.3 自動電圧調整 685

13.2 交流供給電源方式 687

13.2.1 交流無停電電源装置 687

13.2.2 交直流無停電電源装置 687

13.2.3 交直流駆動交流無停電

電源装置 687

13.2.4 静止形交流無停電

電源装置 688

13.3 変換供給電源方式 688

13.3.1 直流―直流

変換供給電源方式 688

13.3.2 直流―交流

変換供給電源方式 689

13.4 電池 689

13.4.1 1次電池 689

13.4.2 2次電池 689

13.4.3 逆電池 690

13.5 半導体整流素子 691

13.5.1 ｾﾚﾝ整流素子 691

13.5.2 ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ,
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13.5.4 その他 692

索引 695
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