
 1

参考文献

このペ－ジの資料は、 のホームページAVITEC

『 航空保安無線施設の電波的性能 』

http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~avitec
における『航空保安無線施設の基礎知識』として準備したものです。

本資料は、

『航空無線工学概論改訂版 鳳文書林 第２版 2004.3 川田輝雄』

から抜粋したものであり著作権があります。

したがって，本書の内容や図表を他の書籍や報告書に引用されるときは，

あらかじめ下記のメールアドレスへご連絡いただき著者の許諾を得て頂く

必要があります。よろしくお願いいたします。

navcom@miyazaki-catv.ne.jp

川田輝雄



 2

参考文献

本書の作成にあたっては，下記の多数の文献を参照し，また図表等を引用させて頂いた。参照及び引用させて頂

いた著者に対して深く感謝致します。なお，引用箇所及び参照箇所の表示は次のように行った。

１）引用した図表等は，本文の該当個所の右上に文献番号を記載するとともに，下記の文献一覧表中に関連するペ

ージと図番及び図名称を下線を引いて示した。

２）参考にした文章及び図表等は，本文の該当個所の右上に文献番号を記載するとともに，下記の文献一覧表中に

関連するページ及び内容のキーワードを記載した。読者がさらに深く学ぶときの参考としてほしい。

３）下記の文献一覧表中でページ表示のないものは，全般的に参考とした文献である。

４）なお参考文献は，著者が入手した範囲内のものを記載したものである。１章電気物理，２章電気回路，３章半

導体，４章電子回路，５章電源等の基礎的部分については，ここに記載したもの以外に多数の参考書籍等がある。

１章 電気物理
１）国立天文台編：理科年表，丸善， 530～531（誘電体）, 539～540（磁性），（1993）pp pp

２）清水武男他：改訂電気磁気学，コロナ社， 196（図9.7 平等磁界中に中空磁性体球をおいた場合の磁界分布）,p

（1985）

３）星合正治編：無線工学ハンドブック，オーム社， 2 31～2 33（ゼーベック，ペルチエ，ホール効果）, 2pp   pp

37～2 38（圧電効果）, 13 97～13 99（圧電気効果），（昭 45）  pp  

４）森崎 弘：電子デバイス入門，技術評論社， 311～317（ペルチエ効果）， 206～210（磁気抵抗）（昭62）pp pp

５）菅 博，川畑敬志，矢野満明，田中誠：図説電子デバイス，産業図書， 200～201（図11.9( ) 光電効果），pp a

233～235（図13.1 ホール効果）， 235～237（ペルチエ，ゼーベック効果），（1992）pp pp

６）泉 弘志：電子セラミックス，誠文堂新光社， 12～13（誘電体とは），（1990）pp

７）本郷廣平：電波工学の基礎，実教出版， 94～96（表皮効果）（1988）pp

８）無線従事者国家試験問題解答集 第一級・第二級・第三級総合無線通信士，航空無線通信士，電波振興会

９）半導体ハンドブック編集委員会編：半導体ハンドブック，オ－ム社， 456（ ），（1989）p EL

２章 電気回路
１）国立天文台編：理科年表，丸善， 527（抵抗率），（1993）p

２）三宅和史：電子部品図鑑，トランジスタ技術，ＣＱ出版社， 199～203（抵抗の分類），（1995.1）pp

３）電気学会通信教育会編：電気学会大学講座 電気回路論，オ－ム社， 21～28（ひずみ波交流），（1989）pp

４）電子情報通信学会編：電子情報通信ハンドブック，オ－ム社， 262～263（ＳＡＷフィルタ）,pp

577（圧電フィルタ）， 578（メカニカルフィルタ），（1990）pp P

５）森崎 弘：電子デバイス入門，技術評論社， 159（図5.14 遅延デバイス）， 159（図5.15 のフィp SAW p IDT

ルタ特性）， 161（図5.17 分散形遅延線），（昭 62）p SAW

６）泉 弘志：電子セラミックス，誠文堂新光社， 113（図 セラミックフィルタ）， 121～123（ＳＡＷフィルp pp

タ），（1990）

７）中村尚五：ビギナーズ ディジタルフィルタ， 88～102（アナログフィルタ）， 154（ノッチフィルタ），pp pp

東京電機大学出版局，（1994）

８）小沢利行：ＰＬＬ周波数シンセサイザ・回路設計法，総合電子出版社， 19（図2.6 ラグフィルタの周波数，p

位相応答）， 22（図2.7 ラグリードフィルタ）， 23（図2.8 ラグリードフィルタの周波数，位相応答），p p

（1994）

９）竹田俊夫他：わかる電子部品の基礎と活用法，ＣＱ出版社， 3（抵抗器の種類）， 4（コンデンサの種類），p p

（1996）

10）島田公明：アナログフィルタの基礎知識と実用設計法，誠文堂新光社， 2～6（特性による分類），（1993）pp

３章 半導体と電子管
１）川上正光：電子回路Ⅴ，共立出版， 57～64（トランジスタの物理）， 66（第18.5図 炭素のエネルギーpp pp

帯域），（1959）

２）奥田 毅：基礎物理学下巻，内田老鶴圃， 772～773（周期律と原子内電子の配列），（1962）pp

３）小原 毅，馬場秀三郎：半導体工学演習，産業図書， 3（図1.2 炭素原子の電子軌道とエネルギー準位)，p

3（図1.3 ダイヤモンドのエネルギー帯），（1964）p

４）菅 博，川畑敬志，矢野満明，田中誠：図説電子デバイス，産業図書， 239（図13.5 サーミスタの抵抗），p
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181（図10.23 の基本構成）， 187（図10.32 シフトレジスタ）， 188（図10.34 撮像素子），p RAM p CCD p CCD

166～167（ハイブリッド ）， 216～218（ ），（1992）pp IC pp SCR

５）森崎 弘：電子デバイス入門，技術評論社， 127（図4.6 ダブルヘテロ接合レーザの構造，動作状態におけるp

バンド図，及び屈折率と光強度分布）， 63（図2.8 プレーナ技術によるｐｎ接合ダイオードの製作），（昭 62）p

６）泉 弘志：電子セラミックス，誠文堂新光社， 43～58（サーミスタ）， 62～69（バリスタ），（1990）pp pp

pp LED p p７）中野 丈編：最新図解半導体ガイド，誠文堂新光社， 20～21（ ）， 15（ショットキダイオード），

104～105（膜回路），（1992）

８）岡部洋一：絵でわかる半導体とＩＣ，日本実業出版社， 105（厚膜回路と薄膜回路の構造図）， 135（プログp p

ラマブル の分類と構造図），（1994）ROM

９）半導体ハンドブック編集委員会編：半導体ハンドブック，オ－ム社， 449（図6.185 発光ダイオード模式図とp

発光機構）， 389（図6.24 ショットキーバリアダイオードの接合部分の構造）， 491（図7.42 ４素子形メモリp p

セル）， 492（３素子形メモリセル）， 544（図7.153 厚膜ハイブリッドの基本構造）， 383（バリキャップ），p p p

393（定電圧ダイオード）， 396（トンネルダイオード）， 434（ガンダイオード）， 766（ ）， 1197p p p p ROM pp

～1200（命名法）， 1045～1050（形状），（1989）pp

10）大内淳義編：ダイオードとその回路，共立出版， 30～31（ ダイオード），（1975）pp PIN

11）高橋 清：半導体電子工学，昇晃堂， 78～92（接合トランジスタの構造と動作特性），（昭 59）pp

p MOSFET RAM12）白土義男：図解ディジタルＩＣのすべて，東京電機大学出版局， 195（図13.1 で構成した

のメモリ素子）， 12～13（ディジタル のいろいろな外形）， 194（ メモリの分類と種類）（1992）pp IC p IC

13）電気通信振興会編：無線工学 航空無線通信士用，電気通信振興会， 32（図3.24 モノリシック と等価回路），p IC

30～31（ の特徴）， 34～35（ブラウン管の構造），（1994）pp IC pp

14）寺内 徹，柳 幸男：半導体，ＩＣ，ＬＳＩが良くわかる事典，西東社， 140～152（ の利点），（1993）pp IC

15）中村次男：電子回路（２）ディジタル編，コロナ社， 176～178（ ），（1994）p DRAM

16）航空振興財団編：一次レ－ダ理論，航空振興財団， 125～145（マグネトロン）， 146～162（直進形クライpp pp

ストロン）

17）電気通信教育会編：基礎電子工学，学献社， 177～181（磁電管発振器），（1962）pp

18）富田 稔：真空管とトランジスタ，電波振興会， 136（ブラウン管），（1983）p

19）築地謙次，相川 浩：ＳＣＲとその応用，日刊工業新聞社， 6～16（ の原理），（1975）p SCR

20）吉田 孝監修：レ－ダ技術，電子情報通信学会発行，コロナ社， 101～106（マグネトロン）（1990）pp

21）松本正一，角田市良：液晶の基礎と応用，工業調査会， 11（図1.1 液晶性を有する物質の温度変化による状p

態転移）， 97（液晶分子配向の手法），（1991）p

22）液晶応用技術研究会編：最新液晶応用技術，工業調査会， 7（図1.6 液晶デバイスの見える動作原理図），p

111（図4.18 の電圧階調制御）， 118（図4.22( )バックライトの方式）（1994）p TFTLCD p b

23）佐藤 進：液晶の世界，産業図書， 20（図2.2 スメクティック液晶）， 21（ネマティック液晶）， 21p p p

（図2.4 コレステリック液晶）， 67～ 76（液晶分子の配向処理法），（平6）p p

24）電子情報通信学会編：電子情報通信ハンドブック，オ－ム社， 296（図26 アクティブマトリックス方式液晶p

パネルの構造例），（1990）

25）岡野光治・小林俊介共編：液晶 応用編，培風館， 201（図8.16 カラーマトリクス液晶パネルの断面図），p

（昭 61）

４章 電子回路
１）星合正治編：無線工学ハンドブック，オーム社， 29～36（スタガ同調中間周波増幅器），（昭 45）p

２）杉山利光，渡辺 功，沢田順弘：無線機器（上），近代科学社， 219～224（複同調増幅器），（1977）pp

３）押山保常，相川孝作，辻井重男，久保田一：改訂電子回路，コロナ社， 76～81（直流増幅器）， 76～79pp pp

（差動増幅器）， 152～153（三点接続形発振器）， 164～166（水晶板の切断方位）， 289～290（ によpp pp pp PLL

る 検波），（1993）FM

注．電子回路全体が簡潔にまとめられており適当な参考書である。

４）赤羽進，岩崎臣男，川戸順一，牧康之：電子回路（１）アナログ編，コロナ社， 80～81（帰還増幅器），pp

pp pp OP pp pp CR102～104（差動増幅器）， 108～111（ アンプ）， 142～144（三点接続形発振器）， 157～165（

発振器），（1994）

注．数式の誘導過程を省略せずに記述してある。原理を理解するのに適当な参考書である。

５）飯高成男他：トランジスタ回路，オ－ム社， 182－185（マルチバイブレータ）， 72～74（エミッタホロワ），pp pp

120（最初の入力信号は？），（1985）p

６）松下電器工学院編：基礎電子工学，電子回路編Ⅱ，廣済堂出版， 94～95（負帰還の方式），（1992）pp

７）柳沢 健監修：ＩＣ活用事典， 230～234（負帰還増幅器）， 216～217（差動増幅器），ラジオ技術社，pp pp
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（1977）

８）九里 茂：第３級無線通信士対象 無線工学，電気通信振興会， 74（図1.82 ベクトル合成位相変調回路），p

43～45（シンセサイザ方式），（1987）pp

９）小柴典居，植田佳典：発振・変復調回路の考え方，オ－ム社， 139（図4.15 ベクトル合成位相変調器），p

140（ベクトル合成位相変調器の動作原理）， 160（図5.10 ベクトル合成形位相弁別器）， 161（図5.12～p p p

図5.13スイッチ形位相弁別器の原理）， 161（図5.14 リング変調形位相弁別器）， 174（図5.23 の同期p p PLL

確立過程の模式図）， 65～67（非線形振幅変調回路）， 96～98（非線形，線形復調法）， 99～100（包絡pp pp pp

線復調）， 84～88（リング変調器）， 108～112（ヘテロダイン検波，スーパヘテロダイン受信法）， 102pp pp pp

～106（同期復調）， 155～157（ディジタル周波数弁別器），（1991）pp

注．解説が平易であり，原理を理解するのに最適な参考書である。

10）小柴典居：図解パルス回路，電気書院， 5～7（パルスのスペクトル），（1968）pp

11）航空振興財団編：一次レ－ダ理論，航空振興財団， 229～231（受信機内部雑音）， 233（雑音指数）pp p

注．このシリーズは，航空保安大学校電子科の教科書であり，基礎から詳細な解説が行われている。

12）清水賢資，曽和將容：ディジタル回路の考え方，オ－ム社， 18～19（ ， コード）， 40～43pp BCD Gray pp

（正論理負論理），（1994）

13）飯高成男，椎名晴夫，田口英雄：ディジタル回路の計算，オーム社， 40（正負論理）， 116（ ），p p DFF

（1990）

14）中村次男：電子回路（２）ディジタル編，コロナ社， 61（図3.18 への変換とタイミングチャート），p TFF

57（ポジティブエッジ，ネガティブエッジ）， 64～66（カウンタ），（1994）p pp

15）白土義男：図解ディジタルＩＣのすべて，東京電機大学出版局， 126～128（カウンタ）， 95～98（ラッチ），pp pp

（1992）

16）半導体ハンドブック編集委員会編：半導体ハンドブック，オ－ム社， 669～670（振幅変調）（1989）pp

17）航空振興財団編：二次レ－ダ理論，航空振興財団， 191～192（ 発振器）pp UJT

18）小柴典居：パルスとディジタル回路，オーム社， 177～178（パルス通信）（1975）pp

19）茂木 晃：ロジック回路の考え方・使い方，オーム社， 109～111（ でフィードバックするシーケンpp EXOR

ス回路），（1975）

20）雨宮好文：ディジタル回路の考え方，昭晃堂， 175～177（パリティ検査回路の作り方），（1975）pp

21）大島重威：改訂電子回路理論，コロナ社，（1985）

22） . . ，立野敏他訳：スペクトラム拡散通信方式，ＪＡＴＥＣ出版， 15～27（直接拡散方式）， 79R C Dixon pp pp

～82（ 符号系列発生器，）（昭 54）Gold

注．スペクトラム拡散方式について易しく解説されている。

23）提坂秀樹・大庭英雄：テキストブック無線通信機器，日本理工出版会， 70～75（スペクトラム拡散変調），pp

68～69（パルス符号形式） （1991）pp

注．無線機器全般について易しく解説されており，参考書として適切である。

24）萩野芳造，小滝国雄：無線機器システム，東京電機大学出版局， 191～198（スペクトル拡散変調）（1994）pp

25）吉田 孝監修：レ－ダ技術，電子情報通信学会発行，コロナ社， 290（図12.5 直線状周波数変調方式パルスp

圧縮レーダの説明図），（1990）

26）山岡雪路：ディジタル移動通信方式，東京電機大学出版局， 35（写真3.8 信号のスペクトラム）， 51p FSK pp

～53（図3.6 通信系）， 101～105（ 系列），（1994）DPSK pp PN

27）小倉裕司編：電気通信主任技術者集中講座，設備管理編，リックテレコム， 115（図6.12 各種ディジタル変p

調信号の信号空間配置図），（1993）

28）八島朝一：情報通信システム入門，オーム社， 147～150（ ），（1990）pp CRC

29）電子通信学会編：電子通信ハンドブック，オーム社， 1069（図19 各種２値伝送方式の誤り率特性），p

（昭 54）

30）田中公男：ディジタル通信技術，東海大学出版会， 141（図4.25 帰還方式による誤り制御システムの種別，p

図4.26 自動再送要求方式の原理）， 140～155（誤り検出訂正符号），（1986）pp

31）岩垂好裕：符号理論入門，昭晃堂， 175（表6.3 応用上重要な誤り訂正符号），（1992）p

32）今井秀樹：符号理論，電子情報通信学会，コロナ社， 26（符号化利得）， 220（交錯法），（1994）p p

33）斉藤知引：誤り訂正符号とスクランブルとは，エレクトロニクスライフ，日本放送出版協会， 51（図5 ハミp

ング符号の符号器）， 52（図7 たたみ込み符号器），（1994.1）p

34）山本平一，加藤修三：ＴＤＭＡ通信，電子情報通信学会，コロナ社， 75（Ｅ ／Ｎ ）， 117（最ゆう復号法），p pｂ ０

122（図5.11 各種誤り訂正方式の符号誤り率特性），（平 4）p

35）宮 憲一監修：改訂衛星通信技術，電子情報通信学会，コロナ社， 262～264（代表的誤り訂正符号とその特pp

性），（昭 63）

36）電子情報通信学会編：電子情報通信ハンドブック，コロナ社， 2447（Ｃ／Ｎ），（1990）p
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37）斉藤洋一：ディジタル無線通信の変復調，電子情報通信学会，コロナ社， 25（ , , の関係），p CNR SNR Eb/Nb

（平 8）

５章 電源
１）赤羽進，岩崎臣男，川戸順一，牧康之：電子回路（１）アナログ編，コロナ社， 216～217（定電圧回路の動pp
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