
信号増幅とその実現
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号増幅演算増幅器を用いた信
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ノレータによる解決
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ナレータとノレータを用いた理想演算増幅器の等価回路
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逆相増幅回路
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(b)の回路により実現
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積分回路
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複素表示を用いると
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演算増幅器を用いれば工夫次第で
様々な回路を実現可能！


