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チェンソーに表記されるシンボル
マーク:
警告！チェンソーには危険がつきものです。
不注意な取り扱いや誤った取り扱いは作業
者や周囲の人などに深刻な、時には致命的
な傷害を引き起こすことがあります。
本機をご使用になる前に、この取扱説明書
を注意深くお読みいただき、内容を必ずご
確認 ください。
常に下記のものを着用してください。
• ヘルメット(保安規格適合品)
• 耳栓またはイヤマフ
• 保護メガネまたはバイザー等「( 使用者の身体保護具」

を お読みください。

足や脚および手や腕用の適切な保護具を使
用してください。

このチェンソーは、木の剪定作業に
関する訓練を特別に受けている人の
み使用するようにしてください。取扱
説明書を必ずお読みください。

警告! キックバックとは、ソーチェンが
高速回転中にガイドバーの先端部が付
近のものに触れた際に、反作用で機体
が跳ね返される現象です。重大な障害
事故につながります。(「キックバックの避け
方」をお読みください。)

混合ガソリンの給油口

オイルポンプの調整

チェンオイルの給油口

チョーク

ヒータースイッチ

シンボルマークの意味

作業者は、必ず両手でチェンソー
を使用する必要があります。
チェンソーを片手だけで操作す
ることは厳禁です。

高温部注意

チェンブレーキ作動（右）、 
チェンブレーキ解除 (左）

エンジンスイッチを矢印の向き
に操作することで、エンジンが停
止します。
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取扱説明書に表記される
シンボル マーク:
点検やメンテナンスを行うときは、エンジ
ンを切ってください。

常に保護手袋を着用してください。

定期的な清掃が必要です。

目視点検

保護メガネまたはバイザーを必ず
着用してください。

給油

チェンオイル補充と流量調節

チ

エンジン運転中はスパークプラグや
コードに触れないでください。

ェンソーを始動する際は、必ずチェンブ
レーキをかけてください。

シンボルマークの意味

Japanese ‒ 3



目次
シンボルマークの意味
チェンソーに表記されるシンボルマー
取扱説明書に表記されるシンボルマーク
目次
目次 
はじめに
お客様へ
サービスと保証について
各部名称
チェンソーの各部名称
標準付属工具

安全な使用について
新しいチェンソーをお使いになる前に
重要
いつも常識ある取り扱いを
使用者の身体保護具 
製品の安全装置 
カッティング装置

組み立て
ガイドバーとチェンの取り付け
燃料の取り扱い
燃料
給油
燃料の安全について
始動と停止
始動と停止
作業技術
安全に関する基本事項
一般的な作業方法
キックバックの避け方

メンテナンス
全般
キャブレターの調整
チェンソーの安全装置の点検，メンテナンス， 
サービス
チェンブレーキとフロントハンドガード 
スロットルトリガーロック
振動軽減システム
ストップスイッチ
マフラー
スターター

................................. 2
........................ 3

................................................................................................. 4

....................................................................................... 5
......................................................... 5

............................................................. 6
.............................................................................. 6

............................... 7
...............................................................................................  7

..................................................... 7
................................................................ 8

......................................................................... 8
..................................................................... 12

........................................... 18

.............................................................................................. 19

.............................................................................................. 20
.............................................................. 20

................................................................................. 25

......................................................... 24
.................................................................. 24

............................................................ 30

.............................................................................................. 31
................................................................ 31

..................................................................................... 32
........................... 32

................................................... 33
................................................................... 33

 ...................................................................... 34
..................................................................................... 34
................................................................................. 34

遠心力クリーニング「エア・インジェクション」
冬期の使用 
トラブルシューティング

エアフィルター 
スパークプラグ 
オイルポンプの調整
冷却システム

メンテナンスのスケジュール

主要諸元
主要諸元
ガイドバーとの組み合わせ
チェンソーの目立てとファイルゲージ 
振動障害の防止 

 .......... 37
................................................................................. 37

.......................................................... 38

......................................................................... 35

......................................................................... 36
 ............................................................... 36

.............................................................................. 37

................................................ 39

..................................................................................... 40
.................................................. 41

.............................. 41
....................................................................... 41

4 ‒ Japanese



はじめに
お客様へ
このたびはゼノア製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。 

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な
作業をするためこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあった時には取り出してお読みください。
なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

サービスと保証について
ご相談窓口
本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、

お買い上げいただいた販売店で承ります。
お問い合わせの際は型式名と製造番号（下図参照）をご連絡ください。
製品・技術・その他に関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽に弊社営業窓口（裏表紙記載）
にお寄せください。

機種名
製造番号
商品コード

保証書について
本製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず

「販売店名・お買い上げ日・型式名・製造番号」の記入押印をお確かめのうえ
販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みのあと大切に保管してください。

補給部品の供給年限について
本製品の補修部品の供給年限は製造打切後８年です。ただし、供給年限内であっても特殊部品につき
ましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。
補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であって
も、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用
目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。
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各部名称

26

27
27-2

27-527-327-1

27-4

図番号 部品番号 品名 数量

26 114057779 取扱説明書* 1

27 281191001 ツールキット 1

27-1 334591110 バッグ 1

27-2 332091140 プラグレンチ 1

27-3 267091150 ドライバ 1

27-4 338191510 ファイル 1

27-5 338191530 グリップ 1

* 保証書が挟み込まれています。 
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チェンソーの各部名称
1  エアフィルターカバー
2 スロットルトリガーロック
3 右手ガード付きリヤハンドル
4 情報と警告ラベル
5 ストップスイッチ
6 燃料タンク
7 キャブレター調整ネジ
8 スターターハンドル
9 スターター
10 チェンオイルタンク
11 ガイドバー
12 チェン
13 マフラー

  14 チェンブレーキとフロントハンドガード
15 フロントハンドル
16 チョークコントロール
17 スロットルトリガー
18 ヒートハンドルスイッチ（G5201HP)
19 デコンブバルブクリアボタン
20 クラッチカバー
21 オイルポンプ調整ネジ
22 シリアルプレート
23 チェン張り調整ネジ
24 チェンキャッチャー
25 ガイドバーカバー
26 取扱説明書

ツールキット  27
28 スパイクバンパー
29 スクリュ

標準付属品
図番号 部品番号 品名 数量

28 267025310 スパイクバンパー 1

29 578468301 スクリュ 2

28

29

4

22

5

 3

1

2

6

12

10

11

9

25

24

14

16

13

15

17

21

18
19

20 23
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新しいチェンソーをお使いになる前に
• 取扱説明書をよくお読みください。
• ガイドバーとチェンが正しく装着・調整されていること

を確認してください。「組み立て」を参照してください。
• 燃料補給をしてからチェンソーを始動してください。 

「燃料の取り扱い」および「始動と停止」の項を参照し
てください。

• チェンオイルがチェンに十分な皮膜を作るまで、チェン
ソーを使わないでください。「ガイドバーとチェンの潤
滑」を参照してください。

• 長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の
原因になることがあります。本機を使用する際は、認可
されているイヤマフを必ず着用してください。

警告！
いかなる理由であれ、製造者の承認を得るこ
となく製品の設計に変更を加えないでくださ
い。常に純正の部品をお使いください。不認
可の設計変更や付属品は、使用者やその他
の人の重傷や致命傷の原因となることがあり
ます。
不注意な取り扱いや誤った取り扱いをすると、
チェンソーは危険な道具となり、重傷や時には
致命傷の原因となります。本取扱説明書をよく
お読みになり、内容を理解することが非常に重
要です。

エンジンの排気ガスやチェンオイルのミス
ト、切りくずの粉塵などを長期間にわたって
吸引すると、健康を害する原因となることがあ
ります。
本機は、運転中に電磁場を生成します。この
電磁場は、場合によって能動あるいは受動的
な医療用インプラントに影響を及ぼすことがあ
ります。深刻なまたは致命傷の危険を避ける
ため、医療用インプラントを使用している人が

密室や換気の悪い場所でエンジンをかける
と窒息死や一酸化炭素中毒の原因となるこ
とがあります。

安全な使用について

本機を操作する前に、主治医およびペースメー
カーの製造元に相談することをお奨めします。
ガイドバーとチェンに欠陥があったりガイド
バーとチェンソーの組み合わせが誤っている
と、キックバックの危険性が高くなります。当
社の推奨するガイドバーとチェンの組み合わ
せのみを使用し、ヤスリのかけ方の指示に
従ってください。詳細は、「主要諸元」を参照し
てください。
高温によるやけどの恐れがありますので、エンジ
ン運転中および停止後エンジンが冷えるまでは、
マフラ、シリンダカバー、シリンダ、クランク
ケース、クラッチ、クラッチドラム、ガイド
バー、ソーチェン、スパークプラグなどの高温部
に触れないでください。
エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れ
ないでください。電気ショックを受ける恐れがあ
ります。

重要
重要！
本製品は木材の切断を用途として設計されています。不測
の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的
（特に石やコンクリート、金属などの切断）には使用しな
いでください。
主要諸元の項目で推奨するバーとチェンの組み合わせ
のチェンソーのみをご使用ください。
疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に影響を及ぼすよう
な医薬品を服用したときは絶対に本機を使用してはいけ
ません。
また、本書の内容が理解できない人、妊娠している人や子
供には絶対に使わせないでください。
身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」
の項の説明を参照してください。
本製品を改造したり、改造の疑いがある製品を使用しな
いでください。
本機に欠陥がある場合は絶対に使用しないでください。
本取扱説明書の内容に従って、点検、メンテナンス、サー
ビスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容に
よっては、訓練を受け、資格のある専門家でなければでき
ないものもあります。詳細は、「メンテナンス」を参照して
ください。
本書指定の付属品以外の部品を使用しないでくださ
い。詳細は「ガイドバーとチェン」、「主要諸元」を参照し
てください。
常に保護メガネあるいはバイザーを着用し、飛び散る物
体による損傷を防いでください。チェンソーは大きな力

、木片などを飛ばすことがあります。これにより重
傷を負うことがあります。特に目のケガの原因になること
があります。
この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場
合など必要に応じてご参照ください。
本機を小さいお子様の手の届くところに保管しないでくだ
さい。
本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず
添付してください。 

いつも常識のある取り扱いを
チェンソーをご使用の際に起こりえる状況をすべて説明す
ることは不可能です。常に注意を払い、常識に適った使用
方法で操作してください。技能的に難しいと思える状況で、
無理な操作を行わないでください。これらの注意事項を読
んだ後でも、操作手順等について不明点がある場合は、専
門技術者に相談することをお奨めします。 
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重要事項！マフラー、バーとチェンまたはその他の箇所か
ら火花が発生することがあります。常に消火器を備え、必
要なときに使えるようにしてください。森林火災の防止に
ご協力ください。

製品の安全装置
この項目では、本機の安全装置とその機能について説明
します。詳細は、「チェンソーの安全装置の点検、メンテナ
ンス、サービス」を参照してください。お手持ちのチェン
ソーの部品の位置については、「各部名称」を参照してく
ださい。
本機のメンテナンスを適切に行わなかったり、メンテナ
ンス・修理を専門技術者に依頼しなかったりすると、機
械の寿命を縮め、事故発生の危険性が増します。詳しく
は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

警告！安全装置に欠陥のあるチェンソーは決し
て使用しないでください。安全装置は必ず点検
しメンテナンスを行ってください。詳細は、「安
全装置の点検・メンテナンス・サービス」を参照
してください。チェンソーが点検項目すべてに
合格しない場合、チェンソーを販売代理店にお
持ちいただき、修理をご依頼ください。

安全な使用について
チェンソーの使用方法についてご質問があるときは、
お気軽に代理店または弊社までご連絡ください。お持ち
のチェンソーを効率良くまた安全に使用する方法やアド
バイスを提供いたします。

弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、
常に設計や技術の改善に力を入れています。定期的に代
理店に訪れるなどして、役立つ新機能などを確認してくだ
さい。

使用者の身体保護具
警告！チェンソー事故の大半は、チェンが使用
者に当たった際に発生します。本機を使用する
際は、承認を受けた身体保護具を必ず着用し
てください。身体保護具で負傷の危険性を排
除できるわけではありませんが、万が一事故が
起こった場合、負傷の度合いを軽減することが
できます。身体保護具を選ぶ場合は、販売店に
ご相談ください。

注意！決してチェンソーを片手で握らないでください。 
片手ではチェンソーのコントロールが十分にできません。
体を傷つけることがあります。常に、ハンドルを両手でしっ
かりと握ってください。

常に次のものを着用してください。
• ヘルメット(保安規格適合品)
• 耳栓またはイヤマフ
• 保護メガネまたはバイザー
• チェンソー用防護手袋
• チェンソー用防護ズボン
• 腕用の適切な保護具
•
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チェンソー用防護靴(滑りにくい靴，先芯入り)

また,次の用品を携行してください。

・適切な容器に入れた燃料及びチェンオイル
・クサビ，ロープ

・製品付属工具および目立てやすり

・呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
・なた，手のこ(障害物除去用)
事故や怪我に備えて，次の用具を携行してください。
・救急箱
・止血道具(タオル・手ぬぐい等) 

H300405
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チェンブレーキとフロントハンドガード
このチェンソーにはチェンブレーキが備わっており、キック
バックが発生した場合、直ちにチェンを停止します。チェン
ブレーキは事故発生の危険性を軽減しますが、何よりも大
切なのは慎重な取り扱いです。

チェンソーをご使用の際は、ガイドバーのキックバックゾー
ンが他の物に触れることのないよう、注意してください。

 • チェンブレーキ (A) は、手動式（左手を使う）とイナー
シャ機構による自動式のどちらかで作動することがで
きます。

• チェンブレーキは、フロントハンドガード (B) が前へ倒
れるとかかります。

 • この動きにバネを使用したメカニズムが反応し、エン
ジン駆動装置（クラッチドラム）(D) 周囲のブレーキバン
ド (C) が締まります。

 • フロントハンドガードは、チェンブレーキをかけるため
だけのものではありません。フロントハンドルを持つ左

手が滑ったときに、手がチェンに当たるのを防ぐという
重要な役割もあります。

• チェンソーを始動する際は、チェンの回転を防ぐため、
必ずチェンブレーキをかけてください。

• チェンソーを始動するときや、短い距離を移動すると
き、チェンを誤って作動させてご自身の足や周囲の
人、物体にぶつけてしまう危険性を減少させるために
チェンブレーキを「パーキングブレーキ」として使用し
てください。

安全な使用について
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 • チェンブレーキを解除するにはフロントハンドガード
を後ろへ、つまりフロントハンドルの方へ引きます。

• キックバックは突然強い力で起こることがあります。 
キックバックのほとんどは弱いため、常にチェンブレー
キが自動的に作動するとは限りません。このような場合
はチェンソーをしっかり握り、コントロールを失わない
ようにしてください。

• チェンブレーキの作動が手動式によるものかイナー
シャ自動式によるものかは、キックバックの強さと、ガイ
ドバーのキックバックゾーンに触れた物とチェンソーと
の位置関係によって左右されます。
キックバックゾーンが身体から最も離れた位置にある
ときに、強い力のキックバックが起こった場合、チェンブ
レーキはキックバックの方向におけるカウンターウェイ
ト（イナーシャ式）の働きで作動します。

キックバックが比較的弱い場合やガイドバーのキック
バックゾーンが身体から近い位置にあるときは、左手に
よる操作でチェンブレーキをかけてください。

• 伐倒ポジションでは左手をチェンブレーキが手動で作
動できない位置に置くことになります。このような左手
の握り方によりフロントハンドガードを操作できない

場合は、イナーシャ機構の作動によってのみチェンブ
レーキがかかることになります。

キックバックが起こると常に手でチェンブレー
キを作動できますか？
いいえ。ハンドガードを前方に動かすにはある程度の力を
必要とします。フロントガードに軽く触れたり、手が滑ったく
らいではチェンブレーキがかからない場合があります。 
作業を行うときは、チェンソーのハンドルをしっかり握って
操作してください。キックバックを体験すると、手はフロン
トハンドルから離れず、チェンブレーキを作動させることが
できなくなります。また、チェンソーがかなり離れた場所に
揺れ動くまでチェンブレーキがかからないことがあります。
このとき、チェンブレーキによってチェンの回転が止まる前
に、使用者にチェンがぶつかることがあります。
フロントハンドガードに手が届かず、チェンブレーキを作
動できない姿勢をとることもあります。例えば、チェンソー
を伐倒ポジションで抱える場合などです。

キックバックが起こるとイナーシャは常にチェン
ブレーキに作動しますか？
いいえ。まず、ブレーキは正常に作動していなければなりま
せん。次に、キックバックは十分強くないとチェンブレーキ
は作動しません。チェンブレーキの感度が高すぎると、常に
作動することになり作業の障害となります。

チェンブレーキが作動すると、キックバックが起
こったときに使用者は絶対に怪我を防ぐことが
できますか？
いいえ。保護機能を作用させるには、まず、チェンブレーキ
は正常に機能することを確認してください。二番目にチェン
の作動を停止するには上記のようにキックバック中に作動
させる必要があります。三番目にチェンブレーキは、作動さ
せることができてもガイドバーが使用者に近すぎてチェン
の回転速度を落としたり、停止させるまでに時間がかかり
チェンソーが使用者を打撃することがあります。
使用者が正しい操作方法で使用する場合にのみキックバッ
クとその危険性を防ぐことができます。

スロットルトリガーロック
スロットルトリガーロックはスロットルトリガーの操作ミス
を防ぐためのものです。スロットルトリガーロック (A) を押
える（ハンドルを握る）とスロットルトリガー (B) が開放され
ます。ハンドルから手を放すと、スロットルトリガーとスロッ
トルトリガーロックはともに元の位置に戻ります。

安全な使用について
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この構造はつまり、アイドリングではスロットルトリガー
が自動的にロックされることを意味します。

チェンキャッチャー
チェンキャッチャーは、チェンが破断したり外れたりしたと
きに受け止める役割をします。ただし、チェンの張り具合
が適正で(「組み立て」参照）、ガイドバーとチェンの
保守サービスが正しく行われている場合(「一般的な作
業方法」参照）、チェンが破断したり外れたりするこ
とはありません。

振動軽減システム
本機には振動軽減

右手ガード
チェンが破断したり外れたりした時に手を守るだけでは
なく大小の枝などが右手に当たったりじゃまになるのを
防ぎます。

システムがついており、振動をやわらげ
操作しやすいようになっています。

本機の振動軽減システムは、エンジンユニットや切断装置
とハンドル間での振動の伝播を軽減します。チェンソー本
体とチェン部に振動軽減ユニットを取り付け、ハンドルを振
動から守っています。

また、硬木（広葉樹のほとんど）は軟木（針葉樹のほとんど）
より振動が激しくなります。刃先が丸くなっていたりチェン
に不具合（不適なタイプや目立てが悪いなど）がある場合
も、振動がさらに大きくなります。

警告！循環器系に障害のある人が振動を長期
間受け続けると、循環器障害や神経障害を起
こすことがあります。振動が原因と思われる症
状が出たときは、医師に相談してください。
症状にはしびれ、感覚まひ、うずき、ちくちくす
る痛み、刺すような痛み、力が入らない、皮膚
の色の変化などがあります。これらの症状は通
常、指や手の甲、手首に現れます。この症状は
低温の環境下でよく起こります。

ストップスイッチ
ストップスイッチはエンジンを切るときに使用します。

マフラー
マフラーは騒音のレベルを最小限に抑え、直接的な排気ガ
スから使用者を護る働きをします。
気候が高温・乾燥の地域では、火事の危険性が高くなり
ます。

警告！エンジンの排気ガスは高温で火花を含む
こともあり、火災発生の原因となることがありま
す。屋内や可燃物のそばでは、決して本機を始
動しないでください！

注意！マフラーは、使用中および使用直後ともに非常に
熱くなります。このことはアイドリング中にも該当します。 

安全な使用について
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キックバックを最小限に抑えるガイドバーと 
チェン

警告！ガイドバーとチェンに欠陥があったりガ
イドバーとチェンソーの組み合わせが誤って
いると、キックバックの危険性が高くなります。
当社の推奨するガイドバーとチェンの組み合
わせのみを使用し、ヤスリのかけ方の指示に
従ってください。詳細は、「主要諸元」を参照し
てください。

キックバックを避ける唯一の方法は、ガイドバーのキック
バックゾーンに物が触れないようにすることです。
低キックバック設計のガイドバーとチェンを使用したり、 
チェンの目立てを怠らず行き届いた手入れをすることで、
キックバック現象を軽減することができます。
ガイドバー
先端の半径が小さいほどキックバックが起こる確率が減
ります。
チェン
チェンは多数のリンクで構成されています。リンクの種類に
は標準タイプと低キックバックタイプとがあります。

重要事項！チェンには、どのような設計であっても、キック
バックの危険性が潜在しています。

警告！回転しているチェンに触れると重傷を負
う原因になります。

ガイドバーとチェンについて
本機の安全機能を維持するために、摩耗や損傷のあ
るガイドバーまたはチェンは、弊社が推奨するガイ
ドバーとチェンの組み合わせで交換してください。
弊社が推奨する交換用ガイドバーとチェンの組み合
わせについては、「主要諸元」を参照してください。

ガイドバー

 • 長さ（インチ/cm）

 • ノーズスプロケットの歯の数 (T)

警告！マフラー無しのチェンソーや欠陥のある
マフラーを装着したチェンソーは決して使用し
ないでください。マフラーに損傷があると騒音
レベルや火災の危険性が高くなります。消化装
置をお手元に装備してください。

カッティング装置
この章では、下記の点を達成するためのガイドバーとチェ
ンの選び方、手入れの方法について説明しています。
• キックバックの危険性を低減する。
• ソーチェンが破断したりバーから外れたりする危険性

を低減する。
• 適切な鋸断性能を引き出す。
• ガイドバーとチェンの耐用年数を延ばす。
• 振動レベルの上昇を避ける。

一般的な注意事項
• 弊社指定のガイドバーとチェンのみをお使いください！ 

詳細は、「主要諸元」を参照してください。

• チェンの目立てを正しく行ってください。指示に従い、 
指定のファイルゲージをご使用ください。損傷がある
チェンや目立ての悪いチェンは、事故の危険性を高め
ます。

• 正しいデプスゲージの設定を保持してください。指示に
従い、推奨されているデプスゲージの間隔を使用してく
ださい。デプスが大きすぎると、キックバックの危険性
が高くなります。

• チェンの張りを適正に保ってください！ チェンにたるみ
があると外れやすくなり、ガイドバーやチェン自体、ま
たドライブスプロケットの摩耗が進行する原因となり
ます。

• ガイドバーやチェンの潤滑状態を良好に保ち、正しいメ
ンテナンスを行ってください！潤滑状態の悪いチェンは
破断しやすく、ガイドバーやチェン自体、ドライブスプロ
ケットの摩耗が進行する原因となります。

安全な使用について
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チェンの目立てとデプスゲージ設定の調整
刃の目立てについて
 • 刃先の丸くなったチェンは絶対に使わないでください。

チェンの刃が丸くなっているかどうかは、ガイドバーを
押し付けないと切り込まない、切りくずが非常に小さ
い、などの現象で判断できます。刃が極端に鈍い場合
は、木くずや切りくずではなく木粉が発生します。

• 目立てのよい鋭い刃は抵抗なく木に切り込み、長く大き
な木くずまたは切りくずが出ます。

• チェンの木を切る部分をカッターと呼び、刃 (A) とデプ
スゲージ (B) で構成されます。カッターの切り込みの深
さは、この 2 つの高さの差（デプスゲージの設定）によっ
て決まります。

刃の目立てに当たっては、下記の 4 つの点に注意してく
ださい。
1 目立て角度

2 切削角度

3 ヤスリの位置

4 丸ヤスリの直径

• チェンピッチ（インチ）
チェンのドライブリンク同士の間隔と、ノーズスプロケッ
トの歯とドライブスプロケット間の間隔とが一致するよ
うにしてください。 

• ドライブリンクの数
ドライブリンクの数は、ガイドバーの長さ、
チェンピッチ、およびノーズスプロケットの歯の数
によって決まります。 

• ガイドバーのレール溝幅（インチ/mm）
レール溝の幅は、チェンのドライブリンクの幅と一
致するようにしてください。 

• ガイドバーはチェンソーのマウントの種類に合った
ものを使用してください。 

チェン
• チェンピッチ（インチ）

 • ドライブリンクの幅（mm/インチ）

 • ドライブリンクの数

安全な使用について
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デプスゲージ設定の調整に関する一般的なアドバイス
• 刃 (A) の目立てを行うと、デプスゲージ設定 (C) が小

さくなります。最適な鋸断効果を維持するためには、デ
プスゲージ (B) にヤスリをかけて、推奨されるデプス
ゲージ設定を得る必要があります。お手持ちのチェン
に適した正しいデプスゲージ設定については、「主要
諸元」を参照してください。

警告！デプスゲージ設定が大きすぎると、
キックバック発生の危険性が増します!

デプスゲージ設定の調整

• チェンの刃は、デプスゲージ設定の調整を行う前に必ず目
立てしてください。デプスゲージ設定の調整は、 刃の目立て 
3 回に 1 回の割合で行うことをお勧めします。
注意！これは、刃が著しく短くなっていない場合に限ります。

• 平ヤスリとデプスゲージツールが必要です。デプスゲージの
設定を正しく行い、デプスゲージの高さを調整するために
デプスゲージツールの使用をお勧めします。

• デプスゲージをチェンの上に置きます。デプスゲージ
ツールの使用方法に関する詳細は、デプスゲージツー
ルのパッケージに記載されています。平ヤスリを使用し
てデプスゲージツールから突き出たデプスゲージ先端
をヤスリかけします。デプスゲージツールに沿ってヤス
リを引くときに抵抗を感じなくなったら、デプスゲージ
の設定は正しく調整されています。

チェンの目立てを正しく行うには、正しい道具が必要です。
弊社では、弊社製のファイルゲージをお勧めしています。目
立てを正しく行うことでキックバックの発生を最小限に
抑え、チェンの性能を引き出すことができます。

チェンの目立てに関する詳細については、「主要諸元」を参
照してください。

警告！目立ての指示に従わないと、キックバック
の危険性が増します。

刃の目立て

目立てには丸ヤスリとファイルゲージが必要です。お持ち
のチェンソーに適する推奨されているヤスリとゲージのサ
イズについては、「主要諸元」を参照してください。

• チェンの張り具合が正しいかどうか点検します。チェン
にたるみがあると横滑りを起こし、正しい目立てが難し
くなります。

• 常に、内側からヤスリをかけてください。引くときは力
を抜いてください。まずすべての刃の片側にヤスリを
かけ、次にチェンソーの向きを変えて反対側にヤスリ
をかけます。

• 刃の長さが揃うようにヤスリをかけてください。刃の長
さが 4 mm 以下になった場合は、チェンが摩耗してい
るため、新しいものと交換する必要があります。

安全な使用について
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チェンの張り具合い

警告！チェンにたるみがあると外れやすくな
り、重傷や時には致命傷の原因となることが
あります。

チェンは使用を重ねると次第に伸びます。そのため、定期
的にチェンを点検してたるみを取ることが重要です。給油
のたびにチェンの張りを点検してください。
注意！真新しいチェンは、慣らし運転の期間が必要です。こ
の期間中は、より頻繁に点検を行ってください。
チェンはできる限り強く張りますが、両手で自由に回せるだけ
の余裕は残してください。

 ブレーキを解除してください。

〔ハードノーズバーの場合〕 
ガイドバーの下側中央部で、ソーチェンを下に軽く 
引っ張った時にソーチェンのタイストラップとガイド 
バーのスキマが3～3.5mm になる程度 

〔スプロケットノーズバーの場合〕
ガイドバーの下側で、タイストラップがガイドバーに
軽く触れる程度

バーの先端を保持しながら、コンビレンチを使って
バーナットを締めます。 
【締め付けトルク】 
11.8～14.7N・m｛120～150kgf-cm｝ 
手でチェンを引いて自由に回転させることができ、 
チェンの張りが適切であることを確認します。 

チェン張りネジの位置は、チェンソーのモデルによって異な
ります。お客様の使用するモデルにおける位置については、
「各部名称」の項目を参照してください。

ガイドバーとチェンの潤滑

警告！ガイドバーとチェンの潤滑が不十分だと
チェンが切れ、重傷や時には致命傷の原因と
なることがあります。

チェンオイル
チェンオイルは夏期、冬期の気温差に関わらずその流動性
を維持し、チェン表面に滑らかな皮膜を形成するものです。
弊社製のオイルの使用をお勧めします。弊社製のチェンオ
イルが入手できない場合は，標準のチェンオイルをお勧め
します。
廃油は絶対に使用しないでください！廃油を使用することは
使用者に危険を負わせることがあります。チェンソーや環境
に損害を与えます。

安全な使用について
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重要事項！植物油をベースにしたチェンオイルを使用し
たときは、長期に保管する前に分解してガイドバーと
チェンの溝内を清掃してください。そうしないと、チェンオ
イルが酸化する可能性があり、その結果、チェンが硬くな
り、バー先端のスプロケットが詰まることがあります。

 クラッチカバーとチェンブレーキを固定しているバー
ナットを緩めます。コンビレンチを使用します。

ガイドバーの端を持ち上げ、コンビレンチを使用して
チェン張り調整ネジを回し、チェンを締めます。チェンがガ
イドバーの下側で以下になるよう　調整してください。



• ノーズスプロケットがスムーズに回転するか、また、 
スプロケットのオイル孔が詰まっていないかどうか点
検します。必要に応じて清掃し、注油します。

上記の通りに手入れしたにもかかわらず潤滑システムが
依然として機能しない場合は、お近くの販売代理店にご連
絡ください。
チェンドライブスプロケット

クラッチドラムには、ドライブスプロケットが取り付け
られています。

ニードルベアリングの注油

クラッチドラムにはニードルベアリングが使用されているた
め、定期的（週１回）の注油が必要です。
注意！高品質のベアリンググリースまたはエンジンオイルを
使用してください。

チェンオイルの補充
• 弊社のチェンソーはすべて、チェンの自動注油システム

を装備しています。またモデルによっては、オイルの流
量調節が可能となっています。

• チェンソーのオイルタンクや燃料タンクは、チェンオイ
ルが消費される前に燃料が消費されるように設計さ
れています。
ただし、この安全設計は正しいタイプのチェンオイルを
使用すること（オイルが希薄すぎると燃料より早く切れ
る）と、キャブレターを指定どおり正しく調整すること 
（空燃比が希薄だと燃料がオイルより長持ち）、および
指定のガイドバーとチェンを使用すること（ガイドバー
が長すぎるとより多くのチェンオイルを消費）を前提と
しています。

チェン潤滑状態の点検
• 給油のたびにチェンの潤滑状態を点検します。「ノーズ

スプロケットの潤滑」を参照してください。
表面の色が薄い物を、ガイドバーの先端で約 20 cm 

（8 インチ）離れたところから狙います。3/4 スロットル
で約 1 分間運転すると、表面にオイルの線がはっきりと
見えるはずです。

チェンの潤滑状態が悪い場合：
• ガイドバーのオイル孔が詰まっていないかどうか点検

します。必要に応じて清掃します。

• ガイドバーの端にあるレール溝が汚れていないかど
うか点検します。必要に応じて清掃します。 

安全な使用について
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ドライブスプロケットの磨耗度を定期的に点検します。
磨耗が激しい場合は交換してください。



上記に当てはまる状態が見受けられたらチェンを交換し
てください。
ご使用中のチェンと新品のチェンの摩耗の度合いを比較す
ることをおすすめします。
チェンの刃が 4 mm 以下になったら、チェンを交換してく
ださい。
ガイドバー

下記の項目を定期的に点検してください：
 • ガイドバーの縁にバリがないか。必要に応じヤスリを

かけます。

• ガイドバーのレール溝の摩耗が激しくないか。必要に
応じガイドバーを交換します。

• ガイドバーの先端が欠けていないか、摩耗が激しく
ないか、ガイドバーに曲がりが無いかを点検しま
す。ガイドバーの先端下側にへこみができている
場合、チェンのたるみが原因です。 

• ガイドバーの耐用年数を延ばすには、バーの上下を
毎日入れ替えてください。 

警告！チェンソー事故の大半は、チェンが使用
者に当たった際に発生します。

身体保護具を着用してください。「使用者の身
体保護具」の項の説明を参照してください。

技能を超えていると感じる作業を、無理に進め
ないでください。「使用者の身体保護具」、「キッ
クバックの避け方」、「ガイドバーとチェン」、

「一般的な作業方法」を参照してください。

キックバックが起こりやすい状況を避けてくだ
さい。「製品の安全装置」を参照してください。

指定の防護具の使用・点検を守ってください。
「主要諸元」、「安全な使用について」を参照し
てください。

チェンソーの安全装置がすべて正常に機能
しているか点検してください。「一般的な作業
方法」、「安全な使用について」を参照してく
ださい。

片手ではチェンソーのコントロールが十分にで
きません。常に、ハンドルを両手でしっかりと
握って作業してください。

安全な使用について
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チェンの摩耗の点検

下記の点に注意してチェンを毎日点検してください。

• リベットやリンクにヒビが入っていないか。
• チェンの動きが硬くなっていないか。
• リベットやリンクの摩耗が激しくないか。 



ガイドバーとチェンの取り付け

警告！チェンを取り扱う際は必ず手袋を着用し
てください。

 • フロントハンドガードをフロントハンドルの方に動か
して、チェンブレーキがかかっていないことを確認し
ます。

• バーナットとクラッチカバー（チェンブレーキ）を取り外 
します。緩衝材(A)も取り外します。 
緩衝材(A) は使用しません。

• バーボルトにバーを取り付けます。バーを最後尾に取
り付けます。

• チェンをドライブスプロケットとガイドバーのレール溝
に装着します。ガイドバーの上側から装着作業を始め
てください。

• カッターリンクの刃がガイドバーの上側で前向きに
なっていることを確認します。

• クラッチカバー（チェンブレーキ）をはめ、チェン調整ピ
ンをガイドバーの穴に通します。チェンのドライブリン
クがドライブスプロケットの上に正しく乗っているか、
チェンがガイドバーのレール溝にきちんと入っている
かを確認します。バーナットを指できつく締めます。

• コンビレンチを使ってチェン張りネジを時計回りに回
し、チェンを締めます。チェンがガイドバーの下側でた
るまなくなるまで締めてください。「チェンの張り具合」
の項目を参照してください。

• ガイドバーの下側にたるみがなく、しかもチェンを手で
自由に回せる程度になったら、チェンは正しく張れてい
ます。バーの先端を保持しながら、コンビレンチを使っ
てバーナットを締めます。

• 新品のチェンに取り替えたときは、チェンがなじむまで
張り具合を頻繁に調整する必要があります。定期的に
チェンの張りを確認してください。正しく張ったチェン
は切れも良く、寿命も長く持ちます。

スパイクの取り付け
スパイク(オプション設定)の取り付けについては
お近くの販売代理店にお問い合わせください。

組み立て
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燃料
注意！本機は 2 サイクルエンジンを搭載しているため、運転
にはガソリンと 2 サイクルオイルとの混合燃料が必要です。
正しい混合率を確保するためには、オイルの量を正確に計
量することが重要です。少量の燃料を混合する場合は、わず
かな誤差でも配合に多大な影響を及ぼすことがあります。

警告！燃料を取り扱う際は、常に十分な換気
を行ってください。

ガソリン
• 良質な無鉛レギュラーガソリンをご使用ください。

慣らし運転
最初の 10 時間は、長期間高速にしすぎないでください。

2 サイクルオイル
• 最良の効果と性能を得るには、ゼノア純正 2 サイクル

エンジンオイル(FD級)をご使用ください。このオイ
ルは本機に使用される空冷式2サイクルエンジン用と
して特別に調合されています。
(混合比 50:1)

• ゼノア純正2 サイクルエンジンオイルが入手できない
場 合は、高品質の空冷エンジン用 2 サイクルオイルを
使用 することができます(JASO性能分類FD級のオイ
ル，混合比50:1)。オイルを選択する場合は、ディーラ ー
にお問い合わせください

• アウトボードオイルとも呼ばれる水冷式船外機用の 2 
サイクルエンジンオイルは絶対に使用しないでくださ
い。

• 4 サイクルエンジンオイルも絶対に使用しないでくだ
さい。     

― ゼノア純正 ビッグバンガソリン ―
ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、
運転休止期間の長いエンジン機器用
に開発された２サイクルエンジン専用の混合燃料です。
◎変質しにくい特殊ガソリンの採用でキャブ詰まり追放
◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、

排気をきれいにする各種添加剤配合
◎混合の手間不要
◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

ガソリン、L (リッター) 2 サイクルオイル、L (リッター)
混合比 50：１ (2%)

5 0.10
10 0.20
15 0.30
20 0.40

混合

• ガソリンとオイルを混合するときは、常に清潔な燃料用容
器をご使用ください。

• 必ず使用予定の半量のガソリンを、最初に容器に入れま
す。次に、オイルの全量を入れます。混合燃料をよく混ぜ（
振り）ます。最後に残りのガソリンを加えます。

• 製品の燃料タンクに給油する前に、混合燃料を良く混ぜ（
振り）ます。

• 1 ヵ月分以上の混合燃料を一度に作らないでください。
• 製品をしばらく使わないときは、燃料タンクを空にし、清掃

してください。

チェンオイル
• 粘度の高い専用オイル（チェンオイル）の使用をお勧め

します。

• 廃油は絶対に使用しないでください！オイルポンプやガ
イドバー、チェンの損傷の原因となります。

• 水で薄めるタイプの水溶性チェンオイルは，ケース類
を腐食させますので使用しないでください。

• 鉱物性チェンオイルと植物性チェンオイルが混ざると
オイルポンプの故障の原因となりますので混ぜないで
ください。チェンオイルの種類を変更する場合は，必
ずオイルタンク内を洗浄してください。

• 外気温に合わせ、正しいオイル（適正な粘着性）を使用す
ることが重要です。

• 気温が 0°C以下になると、粘性が高くなりすぎるオイル
もあります。オイルの粘性が高すぎるとオイルポンプに
負担がかかり、ポンプのコンポーネントの損傷の原因と
なります。

• チェンオイルの選択に当たっては、お近くの販売代理店
にお問い合わせください。 

燃料の取り扱い
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1 0.02

 などのすぐれた特長を持っており、運転休止の直前
にお使いになるだけで、運転再開時のエンジントラブ
ル予防効果を発揮します。
詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。



ソーチェンとガイドバーの潤滑用オイルにはゼノア純正チェ
ンオイルを使用してください。 

〔推奨粘度〕 

● 通年：ＳＡＥ♯１０Ｗ－３０ 

● 夏季：ＳＡＥ♯３０または♯４０ 

● 冬季：ＳＡＥ♯２０ 

給油

警告！火災を避けるため、以下の注意を守って
ください。

燃料付近では、喫煙したり、熱いものを置いた
りしないでください。

給油をする前には、必ずエンジンを止めて数分
間温度が下がるのを待ってください。

給油の際には、超過圧力が徐々に放出される
よう、燃料キャップをゆっくり開けてください。

給油後は燃料キャップをしっかり閉めてくだ
さい。

製品を始動する際は、必ず給油場所から移動
してください。

燃料キャップの周囲をきれいにします。燃料タンクとチェ
ンオイルタンクは、定期的な清掃が必要です。燃料フィル
ターは、少なくとも年に一度交換してください。タンク内
に汚れが侵入すると、故障の原因となります。混合燃料
は、給油前に良く振って混ぜてください。チェンオイルタンク
と燃料タンクの容量は、お互い釣り合うように設計されて
います。チェンオイルタンクと燃料タンクは必ず同時に補
充するようにしてください。

警告！燃料や燃料のガスは非常に引火性の高
いものです。燃料やチェンオイルの取り扱いに
は十分注意してください。火災発生や爆発、有
毒ガスの吸引などの危険にご注意ください。

警告！キャップは破損したら、必ず交換してく
ださい。

燃料の安全について
 • エンジンの作動中は絶対に給油を行わないでください。
• 燃料の補給や混合（ガソリンと 2 サイクルオイル）を行

うときは、十分に換気してください。給油後は、給油し
た場所から少なくとも 3 m 離れたところで始動してく
ださい。

• 下記の条件では、決して本機を始動しないでください：
1 チェンソーに燃料やチェンオイルをこぼしたとき。きれ

いに拭き取り、表面に残った燃料が蒸発するのを待ち
ます。

2 皮膚や衣服に燃料をこぼしたとき。まず着替えを行いま
す。皮膚についた燃料を洗い流してください。石鹸と水
を使用します。

3 燃料が漏れている場合。燃料キャップと燃料ホースから
漏れていないか、定期的に点検してくだ さい。

警告！スパークプラグキャップやイグニション
コードにあきらかな損傷のある場合は、絶対に
チェンソーを使用しないでください。火花が発
生し火災の原因となります。

搬送と保管
• チェンソーと燃料は、電気機器、電気モーター、リレー/

スイッチ、ボイラーなど、火花や裸火を発するものから
離して保管し、液体漏れやガスによる火災発生の危険
性をなくしてください。

• 燃料の保管には、保管専用に承認された容器を使用し
てください。

• チェンソーを長期間保管する場合や搬送する場合は、
燃料とチェンオイルを抜いて、両方のタンク内を空にし
てください。廃油の廃棄方法については、お近くのガソ
リンスタンドにお問い合わせください。

• 搬送や保管の際は、チェンの鋭い刃先が人や物にぶつ
からないようガイドバーとチェンに必ずカバーを取り
付けてください。チェンが作動していない場合でも、使
用者や周りの人にチェンが当たると身体に重傷を負わ
せる原因になります。

• 搬送の間、機器をしっかりと固定してください。

長期間の保管
換気の良い場所で燃料とオイルタンクを空にします。燃料
は承認されている缶に入れて安全な場所に保管してくださ
い。ガイドバーカバーを取り付けます。製品を掃除します。 

「メンテナンスのスケジュール」を参照してください。
長期間保管する際は、必ず事前に本機を清掃し入念な 
サービスを行ってください。

燃料の取り扱い
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始動と停止
警告！始動時には以下の注意点を守ってくだ
さい。

チェンソー始動中に回転するチェンに接触する
機会を減らすため、チェンソーを始動する時は
必ずチェンブレーキをかけてください。

ガイドバーやチェン、すべてのカバー類が正し
く装着されていない状態では、絶対にチェン
ソーを始動しないでください。クラッチが外れ
て負傷の原因となることがあります。

チェンソーを固い地面に置きます。足場が良い
こととチェンが他の物に接触しないことを確認
してください。

剪定作業中にチェンソーを始動させる必要が
ある場合、「作業技術」の「剪定作業中における
チェンソーの始動」の項目を参照してください。

作業現場に関係者以外の人や動物がいないこ
とを確認してください。

始動
チェンソーを始動する際は、必ずチェンブレーキをかけて
おいてください。フロントハンドガードを前に倒してブレー
キをかけます。

冷時始動
本体後部左側のストップスイッチを押し上げてＩ（入）
の位置にしてください。本体右側のデコンプバルブを
押し込んでください。

［HPタイプ］
本体後部右側のヒーティングスイッチが  ○（切）の位
置になっていることを確認してください。

チョーク：チョークコントロールをチョーク閉位置にし ます。

左手でフロントハンドルを握り、チェンソーを地面へ押し付
けます。後ろハンドルの下側に右足をのせ、右手でスター
ターハンドルを持ち、抵抗を感じるまで(スターター爪が噛
み合うまで)スターターロープをゆっくり引いて、抵抗を感
じたら一気に強く引きます。スターターロープは絶対に手に
巻き付けないでください。

注意！スターターロープをいっぱいに引き出し、引っ張った
状態からスターターハンドルを急に放さないでくださ
い。製品に損傷を与える可能性があります。
初爆音と共にエンジンが点火したら、 チョークコントロー
ルをチョーク開位置に戻します。そしてエンジンが始動
す
初爆時にデコンプバルブが戻りますのでデコンプバルブ
をもう一度押し込んでからスタータロープを引いてくだ
さい。

るまでロープを強く引き続けます。

エンジン始動後、スロットルトリガーを握り、エンジ
ン速度をアイドリングに戻してください．

注意！エンジン始動時は、エンジン速度がアイドリング
速度を上 回るように設定する機能が作動しています(ス
ロットルス タ ートロック)。スロットルトリガーを握る
ことで、これを解除できます。エンジン速度が落ちてア
イドリング状態に なり、クラッチやチェンブレーキを不
要な摩耗から守ることができます

フロントハンドガードを後方に 引いて、チェンブレーキ
を解除してください。これでチェンソーは使用準備完了
です

デコンブバルブ
押し込むと減圧

（運転時）

ヒーティングスイッチ

。

始動と停止
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エンジンスイッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



。トルの設定を有効にしますッロ

始動方法は冷時始動とほぼ同様ですが、チョークコント
ロールを下記のようにスタートスロットル位置にします。
スタートスロットル位置：チョークコントロールをチョーク
閉の位置まで動かし、再び元の位置に戻して、スタートス

左手でフロントハンドルを握り、チェンソーを地面へ押し付
けます。右足でエンジンを押さえながら，右手でスターター
ハンドルを持ち、抵抗を感じるまで（スターター爪が噛み合
うまで）スターターロープをゆっくり引いて、抵抗を感じた
ら一気に強く引きます。スターターロープは絶対に手に巻き
付けないでください。

 • ガイドバーやチェン、すべてのカバー類が正しく装着
されていない状態では、絶対にチェンソーを始動しな
いでください。「組み立て」を参照してください。チェン
ソーにバーとチェンが付いていないと、クラッチが外れ
て重傷を負う原因となります。

• チェンソーを始動する際は、必ずチェンブレーキをか
けてください。始動方法は「始動と停止」を参照してく
ださい。チェンソーは宙に浮かせて始動しないでくだ
さい。こうしたやりかたは、チェンソーのコントロール
を失いやすく、極めて危険です。

• 本機を室内で始動しないでください。排気ガスを吸入
すると危険です。

• 周囲を良く見回し、人や動物が切削装置に触れる危険
がないことを確認してください。

• チェンソーは常に両手で持ってください。右手でトップ
ハンドルを、左手でフロントハンドルを握ってくださ
い。右利き、左利きに関わらず、必ずこの握り方をしてく
ださい。親指と他の指で取り囲むようにしっかりチェン
ソーのハンドルを握ります。

始動と停止

注意！スターターロープをいっぱいに引き出したところか
ら、スターターハンドルを急に放さないでください。本機が
損傷を受ける可能性があります。
エンジン始動後、スロットルトリガーを握り、エンジン
速度をアイドリングに戻してください。
注意！エンジン始動時は、エンジン速度がアイドリング
速度を上回るように設定する機能が作動しています(ス
ロットルスタートロック)。スロットルトリガーを握る
ことで、これを解除できます。エンジン速度が落ちてア
イドリング状態に なり、クラッチやチェンブレーキを
不要な摩耗から守ることができます。
フロントハンドガードを後方に引いて、チェンブレーキ
を解除してください。これでチェンソーは使用準備完了
です。
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停止
スロットルレバーを完全に戻して，アイドリングでし
ばらく運転してください。
ストップスイッチを停止位置に押し下げると、エンジ
ンが停止します。

始動と停止
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注意！スロットルレバーを引いたままストップスイッチ
を停止位置に押すと、エンジンに無理がかかりますの
で、緊急時以外はスロットルレバーを戻してから停止操
作をしてください。



使用前に、以下の項目を点検してくだ
さい。

1 チェンブレーキが正しく機能し、損傷がないことを確
認します。

2 右手ガードに損傷がないことを確認します。
3 スロットルロックが正しく機能し、損傷がないことを確
認します。

4 ストップスイッチが正しく機能し、損傷がないことを確
認します。

5 ハンドル部にオイルが付着していないことを確認します。
6 防振装置が正しく機能し、損傷がないことを確認します。
7 マフラーがしっかりと固定され、損傷がないことを確
認します。

8 チェンソーのすべてのボルト類にゆるみがないか、また
損傷を受けたりなくなったりしていないか確認します。

9 チェンキャッチャーが指定位置に取り付けられ、損傷が
ないことを確認します。

10 チェンの張り具合を点検してください。

一般的な作業方法
重要！
このセクションでは、チェンソーの使用に際しての基本
的な安全注意事項について説明しています。記載された
情報は、専門家の技術や経験に相当するものではありま
せん。安全性に懸念が生じたら、作業を停止し、専門家
のアドバイスを受けてください。チェンソーをお買い上
げになった販売店、サービス代理店やチェンソー使用の
経験が長い人などに相談してください。確信をもてない
作業は行わないでください！
チェンソーを使用する前に、キックバック現象とその避
け方について理解してください。「キックバックの避け
方」を参照してください。
チェンソーを使用する前に、ガイドバーの上側で切る場
合と下側で切る場合との違いを理解してください。詳細
は、「キックバックの避け方・製品の安全装置」を参照し
てください。
身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」
の項の説明を参照してください。

安全に関する基本事項
1 周囲を見渡してください。
• 近くの人や動物、または他の物がチェンソーの操作に
影響しないことを確認します。

• 近くの人や動物、または他の物がチェンソーに接触し
たり、木が倒れるときに損傷を受ける危険性がないこと
を確認します。

注意!上記の事項は守らなければなりませんが、事故が起こ
った場合に助けを求めることができない状況下では、チェ
ンソーを使用しないでください。
2 濃霧、豪雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いときは、 
本機を使用しないでください。悪天候下での作業は、 
疲れやすく、また、地面が凍結していたり、予期せぬ方
向に木が倒れるなどして危険です。

3 小枝を払うときは十分に注意してください。藪を切るこ
と（多数の小枝を同時に切ること）は避けてください。
小枝がチェンにはじき飛ばされ、重傷を負う原因にな
ることがあります。

4 身体の動きが自由に取れ、足場が良いことを確認して
ください。とっさに身をかわさなければならない場合
に邪魔になる物（木の根、岩、枝、溝など）が周囲にある
かどうか確認してください。斜面での作業は特に注意
してください。

5 張力のある枝や木を切るときは、最大の注意を払って
ください。張力のある枝や木は、切る前や切った後に突
然元の自然状態に反り返ることがあります。正しい姿勢
でチェンソーを持っていなかったり、誤った場所で作業
を行うと使用者やチェンソーが木にぶつかり、コントロ
ールを失う原因になります。このような状態は深刻な事
故につながります。

6 チェンソーを移動するときは、まずエンジンのスイッチ
を切り、チェンブレーキでチェンをロックしてください。 
ガイドバーとチェンを後ろ向きにして、チェンソーを持ち
運びます。チェンソーを搬送するときは、搬送先がどんな
に近くてもガイドバーにカバーを取り付けてください。

7 チェンソーを地面に置くときは、チェンブレーキでソー
チェンをロックし、常にチェンソーが視野に入るようにし
てください。チェンソーから離れるときは、どんなに短時
間でもエンジンを切ってください。

警告！木くずが、クラッチ・カバーに詰まって、 
チェンが動かなくなることがあります。クリーニ
ングの前に、必ずエンジンを停止してください。

一般的な注意事項
1 キックバックとは何か、またそれがどのようにして起こ
るのかを理解していれば、実際に発生したときにうろた
えずに対応できます。予備知識は危険の軽減にもつな
がります。キックバックは通常小さいものですが、時に
突然激しく発生することがあります。

2 右手でリヤハンドルを、左手でフロントハンドルを握っ
て、チェンソーを常にしっかりと持ってください。親指と
その他の指でハンドルを包むように持ちます。右利き、
左利きに関わらず、この方法で握ってください。キック
バックの影響を最小限に抑え、チェンソーのコントロー
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ルを保つのに適した握り方です。ハンドルから手を放さ
ないでください。

3 キックバックのほとんどは枝払いの際に発生します。
足場が良く、邪魔になるものやつまずいたりバランス
を失ったりする原因になるものがないか、確認してく
ださい。
集中力が欠けると、近くの枝をキックバックゾーンにう
っかり当ててしまい、キックバックの原因となります。

鋸断物に注意します。切ろうとしている木が小さく軽い
場合、木がチェンに入り込み、使用者に向かってはじき
飛ばされることがあります。これ自体は危険ではなくて
も、使用者がびっくりして、チェンソーのコントロールを
失うことがあります。絶対に積み上げられた木や枝を、
切り離さないまま鋸断しないでください。一度に 1 本
だけ切ってください。安全に作業できるように鋸断木片
は取り除いてください。

4  肩より高い位置でのチェンソーの使用や、ガイドバー先
端の使用は絶対におやめください。絶対にチェンソー
を片手で操作しないでください！

5 チェンソーを完全にコントロールできるよう、安定した
足場を確保してください。はしごや木の上など、足場が
安定しない場所では絶対に作業をしないでください。

6 常にフルスロットルで作業してください。
7 ガイドバーの上側で切るとき、つまり木の下側から切
るときは特に注意してください。これは押し切りといい
ます。このとき、チェンソーを使用者のほうに押し戻そ
うとする力がチェン内に働きます。チェンが詰まると、
チェンソー本体が使用者に向かって押し返されること
があります。

8 この力を抑えきれないとチェンソーが徐々に後退し、 
ついにはキックバックゾーンが木に接触する状態とな
ってキックバックが発生します。

ガイドバーの下側で切る方法、つまり木の上から下に
向かって切る方法を引き切りといいます。このときチェ
ンソーは自ら木のほうに引き寄せられ、チェンソー本
体の前端がちょうど幹に乗る格好となります。引き切り
の方が、チェンソーやキックバックゾーンの位置の制御
が簡単です。
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9 ガイドバーとチェンの目立て・メンテナンス方法の指
示を守ってください。ガイドバーとチェンを交換する
際は、弊社指定の組み合わせのみをご使用ください。
詳細は「ガイドバーとチェン」、「主要諸元」を参照して
ください。

基本的鋸断技術

警告！決してチェンソーを片手で握らないでく
ださい。片手ではチェンソーのコントロールが
十分にできません。常に、ハンドルを両手でし
っかりと握ってください。

一般注意事項
• 常にフルスロットルで切ってください。
• 切り終えるごとにスピードをアイドリングに落とします。
（チェンに抵抗がかからない無負荷の状態でエンジン
を長時間フルスロットル運転すると、深刻なエンジン損
傷の原因となることがあります）。

• 上から切る = 引き切り。
• 下から切る = 押し切り。
押し切りではキックバックが起こりやすくなります。「キック
バックの避け方」を参照してください。
用語について
鋸断＝木を切ることを表現する一般的な用語。
枝払い＝切り倒した木の枝を取り除くこと。
裂ける＝切り終わる前に切っている木が裂けてしまうこと。
実際に切り始める前に考慮すべき重要なポイントが 5 つ
あります。
1 鋸断中にガイドバーとチェンが切り口に挟まれないよ
うにしてください。

2 切っている木が裂けないようにしてください。

3 鋸断中や鋸断後、チェンが地面や他の物に接触しない
ようにしてください。

4 キックバックの危険性はありませんか。

5 周囲の地面や状況で、作業中の安全や機動性に影響す
ることはありませんか。

チェンが挟まれたり木が裂けたりするのには、2 つの要因
があります。ひとつは鋸断前後における木の支え方、もうひ
とつは木が張力を持っているかどうかです。
ほとんどの場合、まず上から、次に下からと 2 段階に分け
て切ることによってこれらの問題を回避することができま
す。チェンが挟まれたり鋸断中に裂けたりしないよう、木を
支える必要があります。

重要事項！鋸断中にチェンが挟まれてしまったら、エンジ
ンを止めてください。チェンソーを力任せに引き抜こうと
しないでください。チェンソーを引き抜いた瞬間にチェ
ンが外れて負傷する恐れがあります。てこなどで切り口
を広げ、チェンソーを抜き取ります。

次に、チェンソーの使用中に遭遇する、もっとも典型的な場
面での対応の仕方を説明します。
枝払い
太い枝を払うときは、木の鋸断方法と同じテクニックを用
います。
難しい枝は数回に分けて切ってください。

1 2

3

鋸断

警告！堆積した木や複数の木を同時に鋸断し
ないでください。そうすると、キックバックの起
こる危険性が増大し、深刻な、時には致命的な
障害を引き起こすことがあります。

鋸断する木材が積まれている場合、木材を 1 つずつ取って
鋸断台に置き、1 つずつ鋸断してください。
鋸断作業場から作業済み木片を撤去してください。木片を
作業場に放置しておくと、不注意によるキックバックが起
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こる危険性や作業中に使用者がバランスを崩す危険性が
増します。

木は地面に倒れています。チェンが挟まれたり木が裂けた
りする危険はほとんどありません。しかし、切り終わったと
きにチェンが地面に接触する恐れがあります。

上からまっすぐ下へ、木を切ります。切り終わるときにチェ
ンが地面に接触しないよう、気をつけてください。フルスロ
ットルで切りますが、次の瞬間に起こり得る事態に常に備
えてください。

木を転がすことが可能であれば、全体の 2/3 を切ったとこ
ろで 1 度止めます。
木の片側に支えがあります。

木を転がし、反対側から切り終えます。木の裂ける可能性
が高くなります。

下側から（およそ 1/3 のところまで）切り始めます。
切り口が合うように、上から切ります。

木の両側に支えがあります。チェンの挟まれる危険性が高
くなります。

上側から（およそ 1/3 のところまで）切り始めます。
切り口が合うように、下から切ります。

伐倒技術

重要事項！伐倒には多くの経験が必要です。チェンソー
使用の経験が浅い人は伐倒を行わないでください。 
確信をもてない作業は行わないでください！

安全な距離
切ろうとする木と周囲の作業者との安全な距離は、少なくと
も木の 2.5 倍の長さが必要です。伐倒前・中は、この「危険
ゾーン」内に誰もいないことを確認してください。

伐倒の方向
その後の枝払いや玉切りにもっとも都合の良いように、 
伐倒の方向を決めます。良好な足場と機動性を確保できる
場所に倒すことが必要です。
倒したい方向を決めたら、木が自然に倒れる方向を見極
めます。
倒れる方向の判断材料：
 • 木の傾き
• 屈曲
• 風向き
• 枝の生え方
• 雪の重さ
• 木との間の障害物：その他の木々、電源ケーブル、道路、
建物など。

• 幹に破損や腐敗がないか調べてください。破損や腐敗
があると木はそこから折れて気が付かないうちに倒れ
ることがあります。

場合によっては、これらの要素により、初めに決めた方向に
倒すのは不可能あるいは危険であることが判明し、木が自
然に倒れるに任せざるを得ないこともあります。
伐倒方向には関係ないながら作業者の安全に大いに関
わることとして、伐倒中に折れて頭上に落ちてきそうな割
れ枝や枯れ枝がないかどうかを確認することも、非常に
重要です。
もっとも避けたいのは、伐倒した木が他の木に倒れかかる
ことです。他の木に倒れかかった木を外す作業は危険で、
事故の確率も高くなります。詳細は「かかり木の処理」を参
照してください。
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重要事項！伐倒作業では、木を切り終わったら直ちにイ
ヤマフを外してください。木が倒れるときの音や危険な
兆候を聞き取る必要があります。

枝払いと退避路の確保
肩より高い位置での枝払いは行わないでください。上方の
枝から作業を始め、常に身体をチェンソーの間に幹を置く
ようにしてください。 

木の周辺の下草や茂みを払い、木が倒れ始めたときの退
避路に障害物（石や枝、穴など）がないかどうかを確認しま
す。退避路は、伐倒見込み方向から約 135 度の角度になる
ように取ります。

1

2

2
1 1

3

1 危険ゾーン
2 退避路
3 伐倒の方向
伐倒

警告！警告！特別な訓練を受けていない限り、
ガイドバーの長さより直径の大きい木を切るこ
とはおすすめできません！

木は 3 つの切り口によって切り倒します。まず、木の倒れる
方向を決める受け口を作ります。受け口は上切り口と下切
り口から成っています。次に追い口を作ります。これらの切
り口を正確に作ることによって、木の倒れる方向を非常に
正確にコントロールすることができます。
受け口
受け口は、まず上切り口から作ります。チェンソーの伐倒方
向マーク (1) を使用して、木を倒れさせたい地面の前方に
向けます (2)。木の右手側、チェンソーの後ろに立ち、引き切
りで切断を行います。

次に下切り口を作ります。上切り口の終端と出会うように
切り進みます。

2

1

受け口は幹の直径の 1/4 に当たる深さに、また上切り口と
下切り口の角度は 45º になるようにします。
2 つの切り口が出会ってできる線を、受け口線と呼びます。
この線は完璧に水平で、木の倒れるべき方向に対して直角 
(90º) になるようにしてください。

追い口
追い口は木の反対側に作り、完璧に水平である必要があり
ます。木の左側に立ち、バーの下側を使って切ります。
受け口の下切り口から約 3～5 cm（1.5～2 インチ）上に追
い口を作ります。

つるの後ろ側にスパイク（装備されている場合）を当てま
す。フルスロットルでチェンとガイドバーをゆっくりと押し進
めます。倒す方向の反対側に木が傾き始めないことを確認
してください。切り口が十分深くなったら、直ちにクサビか
フェリングレバーを差し込みます。
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受け口線と追い口との間が少なくとも幹の直径の 1/10 の
長さになるように、受け口線に平行に追い口を切り終えま
す。幹のこの切らない部分をつると呼びます。
つるは、木の倒れる方向をコントロールする役目をします。

つるの幅が狭すぎたりまったくない場合、また、受け口と追
い口の位置が悪い場合は、倒れる方向をコントロールする
ことができなくなります。

追い口と受け口が完成すると、木は自らの重みで、あるいは
クサビやフェリングレバーの助けを借りて倒れ始めます。

木の直径より長いガイドバーの使用をおすすめします。ガ
イドバーが十分に長いと、追い口や受け口を 1 回の切り込
みで作ることができます。お持ちのチェンソーに合った推
奨されているガイドバーの長さについては、「主要諸元」を
参照してください。

ガイドバーより幹の直径が長いときの伐倒方法もあります。
しかし、ガイドバーのキックバックゾーンが木に接触する危
険性が非常に高くなります。

かかり木の処理 
「引っかかった」木の外し方
他の木に倒れかかった木を外す作業は危険で、事故の確
率も高くなります。
引っかかった木は絶対に倒さないでください。
引っかかった木のある危険ゾーンでは作業をしないでく
ださい。

もっとも安全なのはウインチを使う方法です。
 • ウインチ付きトラクター
• ポータブル
張力を持つ木や枝の鋸断
準備：張力があるのはどちら側か、また、張力の最大点は
どこにあるか（つまり、さらに曲げたらどこで折れるか）を
見極めます。
どの方向に張力を逃がすのがもっとも安全か、また、それ
を安全に行えるかどうかを判断します。複雑な状況での唯
一安全な方法は、チェンソーの使用を止め、ウインチを用
いることです。
一般的アドバイス：
木や枝の張力が放たれたとき、当たらない場所に立ちます。

張力最大点の真上または近くに、1 ヵ所または複数の切り
口を作ります。張力を逃がし張力最大点で木や枝が折れる
のに十分な深さと数の切り口が必要です。

張力のある木は、絶対に 1 度で切り倒そうとしないでくだ
さい。
木や枝を鋸断しなくてはならない場合は、約 2.5 cm 間隔
で約 5 cｍ の深さの切れ込みを 2、3 箇所入れます。
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木や枝の屈曲や張りがなくなるまで深く鋸断を続けます。

張りが開放されたら、木や枝を屈曲の外側から切断します。

キックバックの避け方
警告！キックバックは突然激しく起こることがあ
ります。チェンソーがはじき返されてガイドバ
ーとチェンが使用者に向かってくる現象を言
います。チェンの回転中にキックバックが発生
すると、重傷や時には致命傷の原因となること
があります。キックバックが起こる理由を理解
し、正しい技術と慎重な作業で発生を避ける
ことが非常に重要です。

キックバックとは何か?
キックバックとは、ガイドバーの先端上部 1/4 のところ（キッ
クバックゾーン）が何か他のものに接触し、チェンソーが突
然激しくはじき返される現象を言います。

キックバックは、常にガイドバーの切削面で起こります。 
通常、チェンソーがガイドバーを先にして、使用者の方に斜
め上にはじき返されます。ただし、キックバックゾーンが何
かに触れたときのチェンソーの使い方により、異なる方向
にはじき返されることもあります。

キックバックは、ガイドバーのキックバックゾーンに何かが
接触したときにのみ起こります。

枝払い

警告！キックバックのほとんどは、枝払いの際
に発生します。ガイドバーのキックバックゾー
ンを使用しないでください。ガイドバーの先端
が木やその他の枝または物体に触れないよう
に細心の注意を払ってください。張力のある枝
を取り扱うときは、細心の注意を払ってくださ
い。使用者に跳ね返り、操作のコントロールが
できず怪我をする原因になります。

良い足場と機動性を確保してください。幹の左側に立って
作業をします。チェンソーをできるだけ身体に近づけて持
ち、コントロールを失わないようにします。可能な場合は、
チェンソーの重みを幹にかけます。
身体とチェンソーの間に幹がくるように、幹に沿って作業
を進めます。
玉切り
「基本的鋸断技術」を参照してください。
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微調整
「慣らし運転」を終えたら、キャブレターの最終的な調整
を行い ます。微調整は資格のある人が行うようにしてくだ
さい。不慣れな方はお買い上げ店に調整を依頼してくだ
さい．まず L ニードル、次にアイドルT スクリュー、最後に
Hニ ードルを調整します。

燃料タイプの変更
燃料のタイプを変更した後、始動や加速、最高速度などの
状態が変更前と異なる場合は、チェンソーの微調整が必
要です。

調整時の厳守条件
• 調整を行う前に必ずエアフィルターを清掃し、シリン

ダーカバーを取り付けてください。エアフィルターが汚
れたままキャブレターの調整を行うと、後にフィルター
を清掃したときに空燃比が希薄になってしまいます。こ
れはエンジンの深刻な損傷につながります。

• L ニードルと H ニードルのネジは、ストップ位置を越え
て無理に回そうとしないでください。損傷の原因となる
ことがあります。

• 始動方法に従ってチェンソーを始動し、温まるまで約 
10 分運転します。

• ガイドバーが向こうを向くように、またバーやソーチェ
ンが地面や他の物と接触しないように、平らな場所に
チェンソーを置きます。

ニードルの基準開度

高速 H ニードル: 3/4

低速 L ニードル L：1回転と3/4

低速 L ニードル
L ニードルのネジを止まるところまで時計方向に回します。
その位置から基準開度分，反時計方向に回してください．
エンジンの加速状態が悪いか、またはアイドリングが不安
定な場合は、L ニードルを1/4回転の範囲内で回してくださ
い。

アイドル調整 T スクリューの微調整
アイドリングの調整は Tスクリューで行います。調整が必要
な場合は、エンジンがかかっている状態で、まずTスクリュ 
ーをソーチェンが走行し始めるまで時計方向に回します。
次にソーチェンが回転しなくなるまで反時計方向に回しま
す。どの位置でもエンジンがスムーズに回転し、ソーチェン
が走行し始めるまでの回転数に余裕があれば、アイドリン
グスピードは正しく調整されています。 

全般
使用者は本説明書に記載されている点検とサービスだけ
を実行してください。

重要事項！この取扱説明書に記載されていないメンテナ
ンスについては、お近くのサービス代理店（小売店）に依
頼してください。

キャブレターの調整
機能
• キャブレターはスロットルコントロールを介してエン

ジンの速度を制御します。 キャブレター内で空気と燃
料が混合されます。空燃比は調節可能です。本機の性
能を最大限に引き出すには、正しく調整することが重
要です。

• キャブレターを調整するということはすなわち、使用地
域の気候や標高、ガソリンや 2 サイクルオイルのタイ
プなど、個々の条件に合わせてエンジンを適応させる
ということです。

• キャブレターには 3 種類の調整箇所があります。
- L = 低速ニードル
- H = 高速ニードル
- T = アイドル調整スクリュー

• L ニードルと H ニードルは、スロットルが開くことによ
って流入する空気量に比例して必要となる燃料の量を
調節するのに使用します。ネジは、時計方向に回すと空
燃比が希薄に（燃料が少なく）なり、反時計方向に回す
と濃厚に（ 燃料が多く）なります。空燃比が希薄だとエ
ンジンの速度が速くなり、濃厚だと遅くなります。

• T スクリューはアイドリングでのスロットル設定を調 節
します。T スクリューを時計方向に回すとアイドリングの
速度が速くなり、反時計方向に回すと遅くなります。

基本設定と慣らし運転
キャブレターは工場出荷時のテストに伴い、基本設定に調
整されています。最初の 10 時間は、長時間高速にしすぎな
いでください。
注意！アイドリングでソーチェンが走行する場合は、ソーチェ
ンが停止するまで T ネジを反時計方向に回してください。
推奨アイドリング速度：2500 r/min

メンテナンス
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警告！アイドリングの速度設定ができずソー
チェンが停止しない場合は、お近くのサービス
代理店にご連絡ください。調整または修理が完
了するまで、本機のご使用をお控えください。

高速 H ニードル
工場出荷時のエンジンは海抜0mに合わせて調整されて
います。標高の高い場所や異なる気候条件や気温、湿度下
で使用する場合、高速ニードルの微調整が必要になるこ
とがあります。

注意！Hニードルのネジを締めすぎると、ピストンやシリン
ダーの損傷の原因となることがあります。
工場における試運転では、エンジンが最高の性能を発揮
すると同時に法的基準を満たすよう、高速ニードルを設
定しています。

暖気運転後スロットルを全開にして調子を見ます．基準
開度から3/8回転の範囲内で調整してください．時計周り
に回しすぎる(絞りすぎる)と混合気が薄くなりすぎて，出
力が低下します．反時計回りに回しすぎる(開きすぎる)と
混合気が濃くなりすぎて，燃費が悪くなりますので，注意
してください．

適正調整されたキャブレター
キャブレターが適正に調整されていると、チェンソーの
加 速がスムーズに行われ、フルスロットルで安定した回
転となります。アイドリングでソーチェンが走行しないこと
も重要です。低速ネジの設定が希薄すぎると、始動困難や
加速不良の原因となります。高速ネジの設定が希薄すぎ
ると出力不足や加速不良になり、さらにエンジン損傷に
つながることがあります。

チェンソーの安全装置の点検、メンテ
ナンス、サービス

注意！本機に関するすべてのサービス、修理には、特別な
研修が必須です。製品の安全装置には、特にこのことが
該当します。お手持ちのチェンソーの安全装置が以下の
チェック項目の 1 つでも満たさない場合は、お近くの
サービスショップに持参して修理を依頼することをお勧
めします。

チェンブレーキとフロントハンドガード
ブレーキバンド摩耗の点検

チェンブレーキとクラッチドラムから、木くず、樹脂、汚れな
どをブラシで取り除きます。汚れや摩耗は、ブレーキ機能障
害の原因となることがあります。

ブレーキバンドの厚みが少なくとも 0.6 mm あるかどうか、
定期的に測定してください。
フロントハンドガードの点検

フロントハンドガードに損傷がないか、また、ヒビなどの見
て明らかな欠陥がないかどうかを点検します。

フロントハンドガードを前後に動かしてみて、スムーズに動
くか、クラッチカバーで確実に止まるかなどを点検します。

メンテナンス
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イナーシャ式ブレーキの点検

エンジンのスイッチを切って切り株または安定した場所に
チェンソーを置きます。フロントハンドルから手を離しリヤ
ハンドルを回転軸にしてチェンソーが本体の重量で自然に
切り株上に落ちるようにします。

ガイドバーが切り株に当たった瞬間、ブレーキが作動しま
す。
チェンブレーキハンドルの点検
チェンソーを固い地面に置き、始動します。チェンが地面や
その他の物に触れないよう、注意してください。始動方法は
「始動と停止」を参照してください。

親指と残りの指でハンドルを包むようにして握り、チェンソ
ーをしっかりと持ちます。

フルスロットルにしてから、左手首でフロントハンドガード
を前に倒してチェンブレーキをかけます。このとき、フロン
トハンドルから手を放さないでください。チェンは直ぐに
停止します。

トリガーロック

• トリガーロックを放したとき、スロットルトリガーがアイ
ドリングの設定になっていることを確認します。

• トリガーロックを押し、指を放すと元の位置に戻ること
を確認します。

• スロットルトリガーとトリガーロックがスムーズに動き、
リターンスプリングが正しく機能していることを点検し
ます。

• チェンソーを始動し、フルスロットルにします。スロット
ルトリガーを放せばチェンの走行が停止し静止状態を
保つことを確認します。

チェンキャッチャー

チェンキャッチャーに損傷がないか、チェンソー本体にしっ
かりと固定されているかどうかを点検します。

メンテナンス
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振動軽減システムにヒビや変形がないか、定期的に点検
します。



メンテナンス
振動軽減システムがエンジンユニットとハンドルユニット
にしっかり固定されていることを確認します。

ストップスイッチ
エンジンを始動し、ストップスイッチを停止位置にした
ときにエンジンが停止することを確認します。

マフラー

欠陥のあるマフラーを装着した製品は決して使用しない
でください。

マフラーが本機にしっかりと固定されているかどうか、定期
的に点検してください。

マフラーは騒音のレベルを最小限に抑え、排気ガスを使用
者から遠ざける働きをします。排気ガスは高温で、火花を
含むことがあります。火花が、乾燥した可燃性の物質に飛び
移ると、火災を発生させることがあります。

スターター
警告！リターンスプリングは引っ張られた状態
でスターターハウジング内に収まっているの
で、不注意に取り扱うと飛び出して人的傷害
をもたらすことがあります。
リターンスプリング、スターターロー プを交換
する際は十分に注意してください。保護メガネ
および保護手袋を着用してください。

切れたり擦り減ったりしたスターターロープの交換

• スターターをエンジン側に固定しているネジをゆ
るめ、スターターを外します。

• ロープを約30cm引き出し、プーリー外周の切欠部に
ロープをかけます。プーリーをゆっくりと逆方向に回し、
リターンスプリングの張力を逃がします。 

32 ‒ Japanese



ブラシをかける、振るなどしてフィルターを清掃します。

• プーリーの中心のボルトを外し、プーリーを取り外し
ます。

• 新しいスターターロープをプーリーに挿入し、固定しま
す。ロープをプーリーに約 3 回転分巻きつけます。リ
ターンスプリングの端がプーリーに引っ掛かるように、 
プーリーをリターンスプリングに取り付けます。プーリーの
中心にネジを取り付けます。新しいスターターロープを
スターターハウジングとスターターハンドルの穴に通し
ます。ロープの端にしっかりと結び目を作ります。  

リターンスプリングの伸張
• スターターロープをプーリーの切欠部から引っ張り上

げ、プーリーを時計方向に約 2 回転させます。
注意！スターターロープを完全に伸ばしたときに、ス
タータープーリーが確実に少なくともさらに半回転で
きるようにしておいてください。

破損したリターンスプリングの交換

• スタータープーリーを持ち上げます。「切れたり擦り減った
りしたスターターロープの交換」を参照してください。
リターンスプリングは、引っ張られた格好でスターターハ
ウジング内に収まっていますので、注意してください。

• スターターからリターンスプリングを備えたカセットを
取り外します。

• リターンスプリングに薄いオイルをさします。スターター
にリターンスプリングを備えたカセットを取り付けます。ス
タータープーリーを取り付け、リターンスプリングを引
き締めます。

メンテナンス

スターターの取付
• スターターを取り付けるには、まずスターターロープを

引き出し、スターターをクランクケースの所定の位置に
置き取り付けます。プーリーの中で爪がかむように、 
スターターロープをゆっくり放します。

• スターターを固定しているネジを取り付け、締めます。

エアフィルター

下記のような問題の発生を防止するため、エアフィルター
を定期的に清掃し、ホコリや汚れがたまらないようにして
ください。
• キャブレターの故障
• 始動不良
• エンジン出力の減少
• エンジン部品の不要な摩耗
• 異常な燃料消費
• エアフィルターカバーを取り外し、エアフィルターを取り

出します。再組み立て時は、エアフィルターとフィルター

水と洗剤を使って洗うと、さらにきれいになります。

土埃の多い場所で使用する場合は硬質微粉塵の捕捉特性に優
れたフェルト製エアフィルター（別売）の使用をお勧めしま
す。部品番号：281198501

長期間使用したエアフィルターはどんなに洗っても完全に
きれいにはなりません。定期的に新品のフィルターと交換し
てください。破損したエアフィルターは必ず交換してください。
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スパークプラグ

スパークプラグの状態は次の原因によって悪化します。
• 誤った混合燃料（オイル過多または間違ったオイル

の使用）
• 汚れたエアフィルター
これらの原因により、スパークプラグの電極に付着物が生
じ、結果として故障や始動不良を起こす可能性があります。
製品の出力が低い、始動困難、アイドリング中の回転不良
などの場合、まず始めにスパークプラグを点検してくださ
い。スパークプラグが汚れている場合は、清掃し、電極間隔
が 0.65 mm になっているかどうかを確認します。スパーク
プラグは、運転約 1 か月間後、または必要に応じてそれより
も早く交換してください。

注意！スパークプラグは必ず推奨タイプのものを使用して
ください！不適正なスパークプラグは、ピストンやシリン
ダーの損傷の原因となります。スパークプラグが正しく装
着されていることを確認します。

メンテナンス
オイルポンプの調整

オイルポンプは調節可能です。ドライバーでネジを回転さ
せながら調整します。時計方向にネジを回すとオイル流量
は減少し、反時計方向に回すとオイル流量は増加します。

燃料を使い切る頃は、チェンオイルタンクはほとんど空に
なっています。チェンソーに給油するときは、チェンオイ
ルを必ず補充するようにしてください。
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警告！調節する際は、必ず先にエンジンを
切ってください。調整範囲は約90°です。
それ以上回すとオイルポンプ調整部が破損す
る場合がありますのでご注意ください。
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冷却システム

運転中の温度をできるだけ低く保つため、製品は冷却シス
テムを装備しています。
冷却システムは次のものによって構成されています。
1 スターターの吸気口
2 エアガイドプレート
3 フライホイールのフィン
4 シリンダーの冷却フィン
5 シリンダーカバー（冷たい外気をシリンダーへ誘導）

1 週間に一度、あるいは過酷な条件での使用ならそれより
も多い頻度で、ブラシで冷却システムを清掃します。汚れ
た、あるいは詰まっている冷却システムは、製品をオーバ
ーヒート状態にし、ピストンやシリンダーに損傷を与えるこ
とになります。

遠心力クリーニング「エア・インジェク
ション」
遠心力クリーニングとは、次のことを意味します。空気はす
べて、スターター装置を通ってキャブレターへ流入します。
空気に含まれる汚れやホコリは、冷却ファンにより遠心分
離されます。

重要事項！遠心分離清浄システムの機能を維持するには、
定期的なメンテナンスが必要です。スターター装置の吸気
口、フライホイールのフィン、フライホイール周辺のスペー
ス、インレットパイプ、およびキャブレター室を清掃してくだ
さい。

冬期の使用
本機を低温および降雪条件下で使用すると、以下の原因か
ら作動に問題が生じることがあります。
• エンジンの温度が低すぎる。
• エアフィルターやキャブレター内に着氷。
これらの問題を避けるには、特別な対策が必要です。
• スターター装置の吸気口を一部覆い、エンジンの運転
温度を上げる。

• シリンダーからの熱を利用して、キャブレターへの吸気
エアを予熱します。

気温が 0 °C またはそれ以下のとき：

冬期の運転にも対応できるように中間壁が設計されてい
ます。これにより、シリンダーから予熱された空気がキャブ
レターの空間に入り、エアフィルターの凍結などが防止さ
れます。
エアクリーナカバーの内側前部に取り付けられている「ア
イシング防止プレート」を取り外し、左右逆に取り付けま
す。それにより余熱されたエアがシリンダーからキャブレ
タースペースへ流入し、エアフィルターへの着氷を防ぎま
す。

気温が -5 °C 以下の場合、あるいは降雪しているような天
候の場合、スターターハウジングに取り付けるスノープロ
テクター（別売）の併用をお勧めします。

部品番

通常運転モード

号：288198610 

メンテナンス
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メンテナンス
トラブルシューティング
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現 象       主 な 原 因               処 置       

エンジンが始動しない ・ エンジンスイッチが停止位置になっている ・ スイッチを運転位置にする

・ 燃料不良（異質、劣化） ・ 正しい燃料と交換

・ 燃料吸い込み過ぎ ・ チョークを開き、スロットルを始動
　 位置にしてロープを繰り返し引く 

・ マフラ排気口詰まり ・ マフラ清掃 

・ スパークプラグ電極汚損、短絡、断線 ・ 電極清掃またはプラグ交換（☆） 

・ エンジンスイッチ故障（短絡）

停止スイッチを操作しても 
エンジンが止まらない ・ エンジンスイッチ故障（接触不良） 

・ スイッチ交換（★） 

・ スイッチ交換（★） 

エンジンの回転を上げても 
ソーチェンが回らない ・ チェンブレーキがかかっている

エンジンが加速しない ・ 燃料不良（異質、劣化） 

・ 燃料フィルタ目詰まり 

・ キャブレタ燃料ニードル絞り過ぎ

・ マフラ排気口詰まり

スロットルを戻すとエンスト 
する ・ アイドリング回転数が低過ぎる

スロットルを戻しても 
ソーチェンが回り続ける ・ アイドリング回転数が高過ぎる

回転が変動する ・ 燃料フィルタ目詰まり 

強く押し付けないと切れない ・ ソーチェン切れ味低下 

まっすぐ切れない ・ 左右のカッタの切れ味が不均等 

ソーチェンが外れやすい ・ ソーチェンの張りがゆる過ぎる

燃費悪化 ・ エアクリーナ目詰まり 

・ ソーチェン切れ味低下 

・ キャブレタ燃料ニードル開き過ぎ 

・ ブレーキを解除する

・ 正しい燃料と交換

・ 燃料フィルタ清掃または交換（☆） 

・ 再調整

・ マフラ清掃 

・ 再調整

・ 再調整

・ 燃料フィルタ清掃または交換（☆） 

・ ソーチェン目立て

・ ソーチェン目立て

・ 再調整

・ エアクリーナ清掃

・ ソーチェン目立て

・ 再調整

・ 上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談
ください。 
・ ☆印のついている処置につきましては、お買い上げ店で純正部品をお求めください。 
・ ★印のついている処置につきましては、お買い上げ店にご依頼ください。 

 

危 険 ● 機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃
料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。 

● 点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。 
燃料に引火する恐れがあります。 

● 機体各部の締結部品（ボルト、ナット、ネジ類）は必ず純正品または指定
品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損した
り部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。 

 



メンテナンス
メンテナンスのスケジュール
本機で実施すべきメンテナンスのリストは以下の通りです。ほとんどの項目は、メンテナンスの項目で説明されてい
ます。

毎日のメンテナンス 毎週のメンテナンス 毎月のメンテナンス

製品の外側を清掃します。 冷却システムを週毎にチェックします。

チェンブレーキのブレーキバンドに摩
耗が進んでいないかどうか点検します。
摩耗個所に 0.6 mm (0.024 インチ) 
未満しか厚みが残っていない場合は交
換してください。

スロットルトリガーのコンポーネント
が正しく機能するかどうか点検しま
す。(スロットルトリガーロックおよ
びスロットルトリガー)

スターター、スターターロープ、リター
ンスプリングを点検します。

クラッチハブ、クラッチドラム、および
クラッチスプリングの摩耗度を点検
します。

チェンブレーキを清掃し、正しく動
作するかどうか点検します。チェン
キャッチャーに損傷がないことを確認
し、必要に応じて交換します。

防振装置に損傷がないかどうか点検
します。

スパークプラグを清掃します。電極
ギャップが 0.65 mm あるかどうか点
検します。

ガイドバーは毎日上下を入れ替え、
均等に摩耗が進むようにしてくださ
い。ガイドバーの注油孔が詰まってい
ないことを確認します。ガイドバーの
レール溝を清掃します。

クラッチドラムベアリングに注油し
ます。 キャブレターの外側を清掃します。

ガイドバーとチェンに十分な量のオ
イルが行き渡っているかどうか点検
します。

ガイドバー縁のバリをヤスリで削り
取ります。

燃料フィルターと燃料ホースを点検し
ます。必要に応じ交換します。

ソーチェンのリベットやリンクにヒビ
が入っていないか、ソーチェンが硬く
なっていないか、リベットとリンクが
異常に摩耗していないかを点検しま
す。必要に応じ交換します。

燃料タンクを空にしてから内部を掃除
します。

チェンの目立てをし、張り具合と状態
を点検します。ドライブスプロケット
の摩耗度を点検し、必要に応じて交
換します。

キャブレター室を清掃します。

オイルタンクを空にしてから内部を掃
除します。

スターターの吸気口を掃除します。

エアフィルターを清掃します。必要に
応じ交換します。

すべてのコードと接続部を点検し
ます。

ナットおよびネジが確実に締められ
ているかどうかを確認します。
ストップスイッチが正しく機能してい
ることを確認します。
エンジン、タンク、燃料系から漏れが
発生していないことを確認します。
エアフィルターの状態を検査します。
エンジンのアイドリング中にソーチェ
ンが回転しないことを確認します。
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主要諸元

G5201P G5201HP

49.3
45
31

2500

NGK BPM8Y
0.65

0.53/530

0.25/250
3-13 

調整式

5.0 5.1

4.1 4.2

18/45, 20/50

0.058/1.5
リム/7

主要諸元

エンジン
排気量、cm3

シリンダー内径、mm
ストローク、mm
アイドル回転数、min-1

イグニションシステム
スパークプラグ
電極ギャップ、mm
燃料および潤滑システム
燃料タンク容量、L/cm3

8,000 min-1 におけるオイルポンプ能力、cm3/min
オイルタンク容量、L/cm3

オイルポンプの型式
重量
バーチェン，および吊り下げフックを除く kg
等価振動レベル（3 軸合成値）、ahveq

、m/s2
チェン/ガイドバー
標準のガイドバーの長さ、インチ/cm
ピッチ、インチ/mm
ドライブリンクの厚み、インチ/mm
ドライブスプロケットの型式/歯数
最大エンジン出力 133% におけるチェン速度、m/s 25.6

注記 1：等価振動レベルは ISO 22867 に則し、さまざまな作動状態における振動レベルの時間加重エネルギーとして計算
されます。報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、1 m/s2。

40 ‒ Japanese

0.325 / 8.26



主要諸元
ガイドバーとチェンの組み合わせ
以下のガイドバー、チェンをG5201P, G5201HP  に使用することができます。

ガイドバー チェン

長さ、インチ ピッチ、インチ 溝幅、mm 種類 タイプ 長さ、ドライブリ
ンク (数)

18
0.325 1.5

ハードノーズ
交換式スプロケットノーズ 21BPX

72

20 80

チェンソーの目立てとファイルゲージ

21BPX

(注記2)
振動障害の防止
振動障害を防止するため､製品をお使いになる前に必ずお読みください。
■１日の作業時間について
疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので､作業計画にはゆとりを持たせてください。
1 日の作業時間は､機体または取扱説明書に表示の『周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値』に
より厚生労働省通達で次のように決められています。
①10 m/s2 より小さい場合は､1 回の連続作業時間は10 分以内､1 日の作業時間は2 時間以内とし
てください。
②10 m/s2 より大きい場合は､1 回の連続作業時間は10 分以内､1 日の作業時間は次の式により算
出した時間以内としてください。
T=200÷（a×a) Ｔ：1 日の最大作業時間(時間)
a：周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値( m/s2 )
■使用前の点検･整備について
製造時の振動レベルを劣化させないため､作業を開始する前に必ず機体各部の点検･整備を行い異常
がないことを確かめてください。
特に､次のような異常がある場合は､速やかに使用を中止し販売店または修理専門店で整備してくださ
い。
① 振動が大きくなったなど異常な振動を感じたとき
② 防振ゴムのはがれ､劣化､破損､および固定部のゆるみ､破損
③ 防振スプリングの伸び､変形、破損､および固定部のゆるみ､破損
④ ハンドル(左手､右手)の変形､破損
⑤ ハンドル(左手､右手)取付部のゆるみ､破損
⑥ ソーチェンのゆるみ､異常磨耗
⑦ カッタ(ソーチェン)の切れ味不良
⑧ ガイドバーの異常磨耗､曲がり､先端スプロケットの回転不良(スプロケットノーズバー使用時)
⑨ガイドバー締付けナットのゆるみ Japanese ‒ 41

インチ/mm インチ/mm

H300405
ハイライト表示








（令和 3 年 6 月現在）

114057779 (E1/A2106) PRINTED IN JAPAN


	
	A gépen látható szimbólumok:
	A használati utasításban található szimbólumok:
	Tartalomjegyzék
	Tisztelt vásárlónk!
	Az új fırész használatbavétele elŒtti teendŒk
	Fontos
	Mindig próbáljon elŒrelátóan gondolkodni.
	Személyi védŒfelszerelés
	A gép biztonsági felszerelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	A kezem mindig mıködésbe hozza a láncféket visszacsapódás esetén?
	A láncfék tehetetlenségi mechanizmusa minden esetben mıködésbe lép visszacsapódásnál?
	A láncfırész mindig megvéd a sérülésektŒl, ha visszacsapódás történik?
	Gázadagoló-retesz
	Láncfogó
	JobbkézvédŒ
	Rezgéscsillapító rendszer
	Leállító kapcsoló
	Kipufogódob

	Vágószerkezet
	Általános szabályok
	A visszacsapódás minimálisra csökkentésére tervezett berendezés
	A lánc élezése és a mélységhatároló távolságának állítása
	A lánc megfeszítése 
	A vágószerkezet kenése

	A vezetŒlemez és a lánc felszerelése 
	A kéregtámasz felszerelése

	Üzemanyagkeverék
	Benzin 
	Kétütemı olaj
	Keverék
	Láncolaj

	Tankolás 
	Üzemanyagbiztonság
	Szállitás és tárolás
	Hosszú távú tárolás

	Beindítás és leállítás
	Hideg motor
	Meleg motor
	Leállítás

	Használat elŒtt: 
	Általános munkavédelmi utasítások
	AlapvetŒ munkavédelmi szabályok
	Általános szabályok
	AlapvetŒ vágástechnika
	A fadöntés technikája
	A rosszul dŒlt fa kiszabadítása 

	Hogyan kerüljük el a visszarúgást
	Mi a visszarúgás?

	Általános tudnivalók
	A porlasztó beállítása
	Mıködés
	Alapbeállítás és bejáratás
	Finombeállítás
	Üzemanyagtípus változtatása
	Feltételek
	Az alacsony fordulatszámú L-fúvóka
	A T üresjárat finombeállítása
	A magas fordulatszámú H-fúvóka
	Helyesen beállított porlasztó

	A motorfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	Gázadagoló-retesz 
	Láncfogó 
	JobbkézvédŒ 
	Rezgéscsillapító rendszer 
	Leállító kapcsoló 

	Kipufogódob 
	Indítószerkezet
	Elszakadt vagy elkopott indítózsinór cseréje 
	A visszahúzórugó elŒfeszítése
	Törött visszahúzórugó cseréje 
	Az indítószerkezet visszaszerelése

	LevegŒszırŒ 
	Gyújtógyertya 
	A tıgörgŒs csapágy karbantartása 
	Az olajpumpa szabályozása 
	A hıtŒrendszer 
	"Air Injection" centrifugális tisztítás
	Téli használat
	0°C vagy annál alacsonyabb hŒmérséklet 

	Fogantyúfıtés
	Karbantartási séma
	Mıszaki adatok
	Javasolt vágószerkezet
	Kis visszarúgású fırészlánc
	Visszarúgás és a vezetŒlemez orrkerekének sugara
	Pixel

	ReszelŒberendezés és reszelési szögek
	Termékazonossági EGK-bizonyítvány
	(Kizárólag Európára vonatkozik)

	Oznakowanie maszyny:
	Symbole wyst´pujàce w instrukcji obs¸ugi:
	Spis treÊci
	Szanowny Kliencie!
	CzynnoÊci które nale˝y wykonaç przed przystàpieniem do u˝ytkowania nowej pilarki
	Wa˝ne
	Kieruj si´ zawsze zdrowym rozsàdkiem
	Ârodki ochrony osobistej
	Zespo¸y zabezpieczajàce maszyny
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Czy zawsze mo˝na w¸àczyç hamulce ¸aƒcucha r´kà w razie odbicia?
	Czy mechanizm bezw¸adnoÊciowy zawsze w¸àcza hamulec ¸aƒcucha w razie odbicia?
	Czy hamulec ¸aƒcucha zawsze zabezpiecza przed obra˝eniami w razie odbicia?
	Blokada dêwigni gazu
	Wychwytnik ¸aƒcucha
	Os¸ona prawej r´ki
	System t¸umienia wibracji
	Wy¸àcznik
	T¸umik

	Osprz´t tnàcy
	Zasady ogólne
	Osprz´t tnàcy ograniczajàcy ryzyko powstania odbicia
	Ostrzenie ¸aƒcucha i ustalanie szczeliny ¸aƒcucha
	Napinanie ¸aƒcucha pilarki 
	Smarowanie osprz´tu tnàcego

	Monta˝ prowadnicy i ¸aƒcucha 
	Monta˝ zderzaka

	Paliwo
	Benzyna 
	Olej do silników dwusuwowych
	Sporzàdzanie mieszanki
	Olej do smarowania ¸aƒcucha

	Tankowanie 
	Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo
	Transport i przechowywanie
	D¸u˝sze przechowywanie

	Uruchamianie i wy¸àczanie
	Zimny silnik
	Ciep¸y silnik
	Wy¸àczanie silnika

	Zawsze przed u˝ytkowaniem: 
	Ogólne zasady pracy maszynà
	Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
	Zasady ogólne
	Podstawowa technika Êcinki
	Technika Êcinania drzew
	Usuwanie drzewa êle obalonego 

	CzynnoÊci w celu unikni´cia odbicia
	Co to jest odbicie?

	Uwagi ogólne
	Regulacja gaênika
	Dzia¸anie
	Regulacja podstawowa i docieranie
	Regulacja ostateczna
	Zmiana rodzaju paliwa
	Warunki wykonywania regulacji gaênika
	Dysza regulacyjna niskich obrotów L
	Ostateczne ustawianie obrotów ja¸owych Êrubà regulacyjnà T
	Âruba regulacyjna wysokich obrotów H
	Prawid¸owo wyregulowany gaênik

	Przeglàd, konserwacja i obs¸uga zespo¸ów zabezpieczajàcych pilarki
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Blokada dêwigni gazu 
	Wychwytnik ¸aƒcucha 
	Os¸ona prawej r´ki 
	System t¸umienia wibracji 
	Wy¸àcznik 

	T¸umik 
	Rozrusznik
	Wymiana p´kni´tej lub zu˝ytej linki rozrusznika 
	Napinanie spr´˝yny rozrusznika
	Wymiana p´kni´tej spr´˝yny powrotnej 
	Monta˝ rozrusznika

	Filtr powietrza 
	Âwieca zap¸onowa 
	Smarowanie ¸o˝yska ig¸owego 
	Regulacja pompy oleju 
	Uk¸ad ch¸odzenia 
	System odÊrodkowego oczyszczania powietrza "Air Injection"
	Eksploatacja w okresie zimowym
	Temperatura 0°C lub poni˝ej 

	Podgrzewanie uchwytów
	Plan konserwacji
	Dane techniczne
	Zalecany osprz´t tnàcy
	¸aƒcuch tnàcy o niewielkiej sk¸onnoÊci do odbiç
	Promieƒ odbicia oraz koƒcówki prowadnicy
	Pixel

	Sprz´t do ostrzenia i kàty ostrzenia
	Deklaracja zgodnoÊci WE
	(Dotyczy tylko Europy)

	Symboly na stroji:
	Symboly pouÏité v návode na obsluhu:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazník,
	Pred pouÏitím novej reÈazovej píly
	DôleÏité
	VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom
	Osobné ochranné prostriedky
	Bezpeãnostné vybavenie stroja
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Spustím brzdu reÈaze rukou vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Spustí zotrvaãnosÈ brzdu reÈaze vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Zabráni brzda poraneniu vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Poistná páãka plynu
	Zachytávaã reÈaze
	Ochrann˘ kryt pravej ruky
	Systém na tlmenie vibrácií
	Vypínaã
	Tlmiã v˘fuku

	Rezacia ãasÈ
	Základné pravidlá
	Rezacia ãasÈ je navrhnutá tak, aby minimalizovala spätn˘ náraz.
	Naostrenie reÈaze a nastavenie hæbky rezu
	Napnutie reÈaze 
	Mazanie rezacej ãasti.

	Namontovanie vodiacej li‰ty a reÈaze 
	MontaÏ opierky rezania

	Palivo
	Benzín 
	Dvojtaktn˘ olej
	Mie‰anie
	ReÈazov˘ olej

	DopæÀanie paliva 
	BezpeãnosÈ práce s palivom
	Preprava a uchovávanie
	Dlhodobé skladovanie

	·tart a stop
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Zastavenie

	Pred pouÏitím: 
	V‰eobecné pracovné pokyny
	Základné bezpeãnostné pravidlá
	Základné pravidlá
	Základné techniky pilenia
	Technika spiºovania stromov
	Uvoºnenie zle spadnutého stromu

	Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu
	âo je to spätn˘ náraz?

	V‰eobecné
	Nastavenie karburátora
	Funkcia
	Základe nastavenia a zábeh
	Jemné nastavenie
	Zmena typu paliva
	Podmienky
	Tryska L na nastavenie nízkych otáãok
	Jemné vyregulovanie voºnobehu T
	Tryska pre nastavenie vysok˘ch otáãok H
	Správne nastaven˘ karburátor

	Kontrola, údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Poistná páãka plynu 
	Zachytávaã reÈaze 
	Ochrann˘ kryt pravej ruky 
	Systém na tlmenie vibrácií 
	Vypínaã 

	Tlmiã v˘fuku 
	Kryt ‰tartovania
	V˘mena pretrhnutej alebo opotrebovanej ‰núry ‰tartéra 
	Napínanie vratnej pruÏiny
	V˘mena pretrhnutej vratnej pruÏiny 
	Upevnenie ‰tartéra

	Vzduchov˘ filter 
	Zapaºovacia svieãka 
	Mazanie ihlového loÏiska 
	Nastavenie olejového ãerpadla 
	Chladiaci systém 
	Odstredivé ãistenie ”Air Injection”
	PouÏívanie v zime
	Teplota 0°C alebo chladnej‰ie 

	Vyhrievané rukoväte
	Plán údrÏby
	Technické údaje
	Odporúãané rezné zariadenia
	ReÈazová píla s nízkym spätn˘m nárazom
	Polomer spätného nárazu a konca vodiacej li‰ty
	Pixel

	Zariadenie a uhly brúsenia
	EÚ vyhlásenie o zhode
	(UplatÀuje sa iba na Európu)

	Znakovi na stroju:
	Znakovi u priruãniku:
	SadrÏaj
	Po‰tovani kupãe!
	Mjere prije kori‰tenja nove motorne pile
	VaÏno
	Zdrav razum treba prevladati
	Osobna za‰titna oprema
	Sigurnosna oprema stroja
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Hoçe li moja ruka uvijek ukljuãiti koãnicu lanca u sluãaju povratnog trzaja?
	Hoçe li inercija uvijek ukljuãiti koãnicu lanca prilikom povratnog trzaja?
	Hoçe li me koãnica lanca uvijek za‰tititi od ozljeda u sluãaju povratnog trzaja?
	Gumb za gas
	Hvataã lanca
	·tit desne ruke
	Sistem za smanjivanje vibracija
	Glavni prekidaã
	Prigu‰ivaã

	Oprema za rezanje
	Osnovna pravila
	Rezna oprema je oblikovana za minimiziranje povratnog trzaja
	O‰trenje lanca i pode‰avanje razmaka reznog alata
	Zatezanje lanca 
	Podmazivanje opreme za rezanje

	Sastavljanje maãa i lanca 
	Sastavljanje naslonjaãa kore

	Gorivo
	Benzin 
	Dvotaktno ulje
	Mje‰anje
	Ulje za lanac

	Punjenje goriva 
	Sigurnost pri rukovanju s gorivom
	Prijevoz i skladi‰tenje
	Dugotrajna pohrana

	Ukljuãivanje i iskljuãivanje
	Hladan motor
	Topli motor
	Iskljuãivanje

	Prije svake upotrebe: 
	Opçenite upute za rad
	Osnovna pravila sigurnosti
	Osnovna pravila
	Osnovne tehnike pilanja
	Tehnika obaranja drveta
	Osloba÷anje drveta koje je lo‰e oboreno 

	Kako da izbjegnete trzaj
	·to je trzaj?

	Opçenito
	Pode‰avanje rasplinjaãa
	Rad
	Osnovno pode‰avanje i uhodavanje
	Fino pode‰avanje
	Izmjena vrste goriva
	Uvjeti
	Igla L za sporo ubrizgavanje
	Fino pode‰avanje praznog hoda T
	Igla H za brzo ubrizgavanje
	Ispravno pode‰en rasplinjaã

	Provjera, odrÏavanje i servisiranje siguronosne opreme motorne pile
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Gumb za gas 
	Hvataã lanca 
	·tit desne ruke 
	Sistem za smanjivanje vibracija 
	Glavni prekidaã 

	Prigu‰ivaã 
	Naprava za paljenje
	Promjena puknutog ili istro‰enog uÏeta za paljenje 
	Natezanje povratne opruge
	Mijenjanje puknute povratne opruge 
	Sastavljanje naprave za paljenje

	Filter za zrak 
	Svjeçica 
	OdrÏavanje leÏi‰ta za iglu 
	Pode‰avanje pumpe za ulje 
	Rashladni sistem 
	Centrifugalno ãi‰çenje "Air Injection"
	Upotreba po zimi
	Temperature od 0°C ili niÏe 

	Grijanje ruãki
	Raspored odrÏavanja
	Tehniãki podaci
	Preporuãena oprema za rezanje
	Niska razina povratnog udara lanca
	Povratni udar i polumjer vrha vodilice
	Pixel

	Oprema za o‰trenje i kutovi o‰trenja
	EC-uvjerenje o podudaranju
	(VaÏi samo za Evropu)

	Symboly vyobrazené na tûlese stroje:
	Symboly v návodu k pouÏití:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazníku,
	Pﬁed zahájením práce s novou motorovou pilou
	Upozornûní
	VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum
	Osobní ochranné pomÛcky
	Bezpeãnostní vybavení stroje
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Bude moje ruka aktivovat brzdu ﬁetûzu vÏdy v pﬁípadû zpûtného odrazu?
	Spustí se aktivace brzdy ﬁetûzu setrvaãností vÏdy, kdyÏ dojde ke zpûtnému odrazu?
	Ochrání mû brzda ﬁetûzu v pﬁípadû zpûtného odrazu vÏdy pﬁed zranûním?
	Pojistka páãky plynu
	Zachycovaã ﬁetûzu
	Chrániã pravé ruky
	Antivibraãní systém
	Stop spínaã (vypínaã zapalování)
	Tlumiã v˘fuku

	¤ezn˘ mechanismus
	Obecná pravidla
	¤ezací zaﬁízení urãené pro minimalizaci zpûtného odrazu
	Ostﬁení ﬁetûzu a nastavování vÛle omezovacích zubÛ
	Napínání ﬁetûzu 
	Mazání ﬁezného mechanismu

	MontáÏ ﬁezné li‰ty a ﬁetûzu 
	MontáÏ zubové opûrky

	Palivo
	Benzín 
	Olej pro dvoudobé motory
	Míchání smûsi
	Olej na mazání ﬁetûzu

	Plnûní paliva 
	Bezpeãnost pﬁi manipulaci s palivem
	Pﬁeprava a pﬁechovávání
	Dlouhodobé uskladnûní

	Startování a vypínání
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Vypínání

	Pﬁed kaÏd˘m pouÏitím: 
	Obecné pracovní pokyny
	Základní bezpeãnostní pravidla
	Obecná pravidla
	Základní techniky ﬁezání
	Postup pﬁi kácení stromÛ
	Vypro‰Èování stromu, kter˘ padl ‰patnû 

	Jak zabránit zpûtnému rázu
	Co je to zpûtn˘ ráz?

	V‰eobecnû
	Nastavení karburátoru
	Funkce
	Základní nastavení hodnot a zábûh
	Jemné seﬁízení
	V˘mûna druhu paliva
	Podmínky
	Tryska nízk˘ch otáãek L
	Jemné seﬁízení volnobûÏn˘ch otáãek T
	Tryska vysok˘ch otáãek H
	Správnû seﬁízen˘ karburátor

	Kontrola a údrÏba bezpeãnostního vybavení motorové pily
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Pojistka páãky plynu 
	Zachycovaã ﬁetûzu 
	Chrániã pravé ruky 
	Antivibraãní systém 
	Stop spínaã (vypínaã zapalování) 

	Tlumiã v˘fuku 
	Startér
	V˘mûna pﬁetrÏeného nebo opotﬁebovaného lanka startéru 
	Napínání vratné pruÏiny
	V˘mûna prasklé vratné pruÏiny startéru 
	MontáÏ startéru

	Vzduchov˘ filtr 
	Zapalovací svíãka 
	Mazání jehlového loÏiska 
	Nastavení ãerpadla oleje 
	Chladicí systém 
	Odstﬁedivé ãi‰tûní "Air Injection"
	PouÏívání v zimû
	Teplota 0 °C nebo ménz 

	Vyhﬁívané rukojeti
	Schema technické údrÏby
	Technické údaje
	Doporuãené ﬁezací vybavení
	¤etûz pily s nízk˘m zpûtn˘m vrhem
	Zpûtn˘ vrh a polomûr ‰piãky vodicí li‰ty
	Pixel

	Nástroje na brou‰ení a brusné úhly
	ES Prohlá‰ení o shodû
	(Platí pouze pro Evropu)
	HU (2-40) PL (41-81) SK (82-120) HR (121-159) CZ (160-198) TR (199-238) Ro (239-277) GR (278-320) RU (321-366) BG (367-412) JP (413-452)


	H1158478-76,543 XP,del 2.pdf
	Makinenin üzerindeki semboller:
	Kullaním kílavuzundaki semboller:
	‹çindekiler
	De¤erli Müﬂterimiz,
	Yeni bir bíçkínín kullanílmasíndan önce
	Önemli
	Her zaman sa¤duyulu davranın.
	Kiﬂisel koruyucu araçlar
	Makinenin güvenlik donanímí
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Geri tepme durumunda elim her zaman zincir frenini etkinleﬂtirir mi?
	Geri tepme her oluﬂtu¤unda zincir freninin eylemsizlik etkinleﬂtirmesi devreye girer mi?
	Geri tepme oluﬂtu¤unda zincir freni beni her zaman korur mu?
	Kelebek kilidi
	Zincir tutucusu
	Sa¤ el koruyucusu
	Titreﬂimden aríndírma sistemi
	Stop dü¤mesi
	Susturucu

	Kesici gereçler
	Temel kurallar
	Kesme ekipmanları geri tepmeyi minimize edecek biçimde tasarlanmıﬂtır.
	Zinciri bileylemek ve tırmık açıklı¤ını ayarlamak
	Zincirin gerilimi 
	Kesici gereçlerin ya¤lanmasí

	Kílíç ve zincirin montají 
	Kílíç koruyucusunu takma

	Çalíﬂtírící
	Benzin 
	‹ki-strok ya¤í
	Karíﬂím
	Zincir ya¤í

	Yakít ikmali 
	Yakít güvenli¤i
	Taﬂıma ve saklama
	Uzun süreli saklama

	Çalíﬂtírma ve durdurma
	So¤uk motor
	Sícak motor
	Stop

	Kullanímdan önce: 
	Genel çalíﬂma açíklamalarí
	Temel güvenlik kurallarí
	Temel kurallar
	Temel kesim teknikleri
	A¤aç yíkma tekni¤i
	Kötü yíkílmíﬂ bir a¤ací gevﬂetme 

	Geri tepmeyi önleyici önlemler
	Geri tepme nedir?

	Genel
	Karbüratör ayarı
	Çalíﬂtírma
	Temel ayarlar ve sürüﬂ
	‹nce ayar
	Yakít tipinin de¤iﬂtirilmesi
	Koﬂullar
	Düﬂük devir vidasi L
	Boﬂta çalíﬂma ayarí T’nin son ayarí
	Yüksek devir vidasí H
	Düzgün ayarlanmíﬂ karbüratör

	Motorlu bíçkí makinesi güvenlik donanímínín kontrol, bakím ve servisi
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Kelebek kilidi 
	Zincir tutucusu 
	Sa¤ el koruyucusu 
	Titreﬂimden aríndírma sistemi 
	Stop dü¤mesi 

	Susturucu 
	Çalíﬂtírma arací
	Kírílmíﬂ ya da aﬂínmíﬂ bir çalíﬂtírma ipinin de¤iﬂtirilmesi 
	Geri döndürme yayínín gerginleﬂtirilmesi
	Kírílmíﬂ geri döndürme yayínín de¤iﬂtirilmesi 
	Çalíﬂtírma aracínín montají

	Hava filtresi 
	Buji 
	Yataklí bilyanín bakímí 
	Ya¤ pompasínín ayarí 
	So¤utucu sistem 
	Sentirfüjlü temizlik ”Air Injection”
	Kíﬂ kullanímí
	0° C veya daha düﬂük ísílarda 

	Arka sap ísísí
	Bakım ﬂeması
	Teknik bilgiler
	Önerilen kesme ekipmanı
	Düﬂük geri tepmeli testere zinciri
	Geri tepme ve kılavuz burun yarıçapı
	Pixel

	E¤eleme ekipmanı ve e¤eleme açıları
	Uygunluk konusunda AB deklarasyonu
	(Sadece Avrupa için geçerlidir)


	H1158478-62,543 XP, del 3.pdf
	Simboluri pe maäinã:
	Simboluri în instrucöiunile de utilizare:
	Conöinut
	Stimate client!
	Mãsuri luate înaintea folosirii unui ferãstrãu cu motor nou
	Important
	Procedaöi permanent conform raöionamentului de bun simö
	Echipament personal de protecöia muncii
	Echipamentul de siguranöã al maäinii
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	În cazul unui recul mâna mea va activa de fiecare datã frâna lanöului?
	În cazul apariöiei unui recul, activarea prin ineröie a frânei lanöului va funcöiona mereu?
	Frâna lanöului mã va proteja de vãtãmãri ori de câte ori apare reculul?
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie
	Opritorul de lanö
	Apãrãtorul de mâna dreaptã
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor
	Contactul de oprire
	Toba de eäapament

	Mecanismul de tãiere
	Reguli generale
	Echipament de tãiere proiectat pentru minimizarea reculului
	Ascuöirea lanöului äi reglarea diferenöei de nivel faöã de distanöier
	Tensionarea lanöului 
	Ungerea mecanismului de tãiere

	Montarea lamei de ghidaj äi a lanöului 
	Montajul ghearelor de sprijin

	Amestecul de combustibil
	Benzinã 
	Ulei pentru motoare în doi timpi
	Amestecul
	Ulei de lanö

	Alimentarea 
	Siguranöa manipulãrii combustibilului
	Transport äi depozitare
	Depozitarea pe termen lung

	Pornire äi oprire
	Motor rece
	Motor cald
	Oprire

	Înaintea fiecãrei folosiri: 
	Instrucöiuni generale de lucru
	Reguli de bazã de siguranöã
	Reguli generale
	Tehnica de bazã de tãiere
	Tehnica de doborâre a arborilor
	Manipularea arborelui care a cãzut greäit 

	Mãsuri de prevenire a reculului
	Ce este reculul?

	Generalitãöi
	Reglarea carburatorului
	Funcöionare
	Ajustarea de bazã äi rodajul
	Ajustare finã
	Schimbarea tipului de combustibil
	Condiöii
	Acul de turaöie joasã L
	Ajustarea finã a turaöiei de mers în gol T
	Acul de turaöie înaltã H
	Carburator ajustat corect

	Verificarea, întreöinerea, äi serviciul echipamentului de siguranöã al ferãstrãului cu motor
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie 
	Opritorul de lanö 
	Apãrãtorul de mâna dreaptã 
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor 
	Contactul de oprire 

	Toba de eäapament 
	Demarorul
	Schimbarea änurului de demaraj rupt sau uzat 
	Tensionarea resortului de readucere
	Schimbarea resortului de readucere rupt 
	Montarea demarorului

	Filtrul de aer 
	Bujia 
	Ungerea rulmentului cu ace 
	Reglarea pompei de ulei 
	Sistemul de rãcire 
	Curãöirea centrifugalã a aerului ”Air Injection”
	Folosirea în timpul iernii
	Temperaturi de 0°C sau mai scãzute 

	Mânerele cu preîncãlzitor
	Planificarea întreöinerii
	Date tehnice
	Echipament de tãiere recomandat
	Lanö de fierãstrãu cu recul redus
	Recul äi raza vârfului barei de ghidare
	Pixel

	Echipamentele de ascuöire äi unghiuri de ascuöire
	Declaratie de conformitate EC
	(Valabil doar în Europa)


	1158478-93, del 4.pdf
	™‡ÌßÔÏ· ð¿Óˆ ÛÙÔ ÌË¯¿ÓËÌ·:
	™‡ÌßÔÏ· ÛÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜:
	¶ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ·
	°Á·ðËÙ¤ ðÂÏ¿ÙË!
	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ðÚÈﬁÓÈ
	™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ
	ÃÚËÛÈÌÔðÔÈÂ›ÙÂ ð¿ÓÙÔÙÂ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈÎ‹
	°ÙÔÌÈÎﬁ˜ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÌË¯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	£· ÌðÔÚÂ› ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÂ ÎÏˆÙÛ‹Ì·Ù·;
	£· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ›Ù·È ð¿ÓÙÔÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ﬁÙ·Ó Ï·Ìß¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÎÏÒÙÛËÌ·;
	£· ÌÂ ðÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ðﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ ÛÂ ðÂÚ›ðÙˆÛË ðÔ˘ Û˘ÌßÂ› ÎÏÒÙÛËÌ·;
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð
	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜

	ºÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	KÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ðÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·
	ÆÚﬁ¯ÈÛÌ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ß¿ıÔ˘˜ ÎÔð‹˜ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	Æ¤ÓÙˆÌ· ·Ï˘Û›‰·˜ 
	§¿‰ˆÌ· ÎÔðÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡

	MÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ 
	ÆÔðÔı¤ÙËÛË Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·

	M›ÁÌ· Î·˘Û›ÌÔ˘
	µÂÓ˙›ÓË 
	§¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
	°Ó¿ÌÈÍË
	§¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜

	°¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·˘Û›ÌˆÓ
	ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·ðÔı‹ÎÂ˘ÛË
	º‡Ï·ÍË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚÎÂ›·˜

	.ÂÎ›ÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ·
	ºÚ‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	·ÂÛÙﬁ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	™Ù·Ì¿ÙËÌ·

	¶ÚÈÓ ·ðﬁ ÔðÔÈ·‰‹ðÔÙÂ ¯Ú‹ÛË: 
	°ÂÓÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	µ·ÛÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ðÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÔð‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ
	°ðÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ ðÔ˘ ¤ðÂÛÂ ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ¿ 

	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚﬁÏË„Ë˜ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ÆÈ Â›Ó·È ÎÏÒÙÛËÌ·;

	°ÂÓÈÎ¿
	ƒ‡ıÌÈÛË Î·ÚÌðÈÚ·Ù¤Ú
	§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
	µ·ÛÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÛÙÚÒÛÈÌÔ
	ƒ‡ıÌÈÛË ·ÎÚ›ßÂÈ·˜
	°ÏÏ·Á‹ Â›‰Ô˘˜ Î·˘Û›ÌÔ˘
	¶ÚÔ¸ðÔı¤ÛÂÈ˜
	µÂÏﬁÓ· ¯·ÌËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ L
	ÆÂÏÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› Æ
	µÂÏﬁÓ· ˘„ËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ ¸
	™ˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ Î·ÚÌð˘Ú·Ù¤Ú

	¶ÏÂÁ¯Ô˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßÈ˜ ÙÔ˘ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔðÚ›ÔÓÔ˘
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡ 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ 
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ 
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð 

	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ 
	MË¯·ÓÈÛÌﬁ˜ ÂÎÎ›ÓËÛË˜
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ‹ Êı·ÚÌ¤ÓÔ˘ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ 
	Æ¤ÓÙˆÌ· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘ 
	™˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÎ›ÓËÛË˜

	º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· 
	MðÔ˘˙› 
	§›ð·ÓÛË ßÂÏÔÓÔÂÈ‰Ô‡˜ ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó 
	ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· „‡ÍË˜ 
	º˘ÁoÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ ”Air Injection”
	ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË
	£ÚÌÔÎÚ·Û›· 0°C ‹ ¯·ÌËÏﬁÙÚË 

	£ÂÚÌ·ÈÓﬁÌÂÓÂ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß¤˜
	¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
	¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÔ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÎÔð‹˜
	°Ï˘Û›‰· ðÚÈÔÓÈÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ºÏÒÙÛËÌ· Î·È ·ÎÙ›Ó· Ì‡ÙË˜ Ï¿Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡
	Pixel

	¶ÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	¶K-µÂß·›ˆÛË Û˘ÌÊˆÓ›·˜
	(¹Û¯‡ÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ¶˘ÚÒðË)


	H1158478-56,543 XP, del 5.pdf
	ìÒÎÓ‚Ì˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ:
	ëËÏ‚ÓÎ˚ ‚ ËÌÒÚðÛÍˆËË:
	ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸!
	ÑÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÂ‰ÔðËÌﬂÚ¸ ÔÂðÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚ 
	Ç‡ÊÌ‡ﬂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËﬂ
	ÇÒÂ„‰‡ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂÒ¸ Á‰ð‡‚˚Ï ÒÏ˚ÒÎÓÏ
	ëðÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ ÓÔÂð‡ÚÓð‡
	ìÒÚðÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ÎË ÏÓﬂ ðÛÍ‡ ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	èðÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÓðÏÓÁ‡ ˆÂÔË ËÌÂðˆËÂÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	Ç ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÎË ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÏÂÌﬂ ÓÚ Úð‡‚Ï˚ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸

	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	á‡Ú‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÒÌËÊÂÌËÂ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ ÔËÎ¸ÌÓÈ ˆÂÔË.
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ˆÂÔË 
	ëÏ‡ÁÍ‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡

	èÓðﬂ‰ÓÍ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡ Ë ˆÂÔË 
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÁÛ·˜‡ÚÓ„Ó ÛÔÓð‡

	íÓÔÎË‚Ó
	çÂ˝ÚËÎËðÓ‚‡ÌÌ˚È ·ÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ ‰Îﬂ ‰‚ÛıÚ‡ÍÚÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
	ëÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ
	ñÂÔÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ

	á‡Ôð‡‚Í‡ ÚÓÔÎË‚ÓÏ 
	èð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔðË Á‡Ôð‡‚ÍÂ 
	íð‡ÌÒÔÓðÚËðÓ‚Í‡ Ë ıð‡ÌÂÌËÂ
	ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ıð‡ÌÂÌËÂ

	á‡ÔÛÒÍ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
	ïÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	íÂÔÎ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

	èÂðÂ‰ Í‡Ê‰˚Ï ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ: 
	é·˘ËÂ ð‡·Ó˜ËÂ ËÌÒÚðÛÍˆËË
	éÒÌÓ‚Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ ÔËÎÂÌËﬂ
	íÂıÌËÍ‡ ‚‡ÎÍË ‰Âð¸Â‚¸Â‚
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂðÂ‚‡ 

	ä‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‰‡˜Ë 
	óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÚ‰‡˜‡?

	é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Í‡ð·˛ð‡ÚÓð‡
	ä‡ð·˛ð‡ÚÓð Ò Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎÂÏ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 
	ê‡·ÓÚ‡
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Ë Ó·Í‡ÚÍ‡
	íÓ˜Ì‡ﬂ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	àÁÏÂÌÂÌËÂ ÚËÔ‡ ÚÓÔÎË‚‡
	ìÒÎÓ‚Ëﬂ
	ÜËÍÎÂð ã
	íÓ˜Ì‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó·ÓðÓÚÓ‚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡ í
	ÜËÍÎÂð ç
	èð‡‚ËÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÚðÓÂÌÌ˚È Í‡ð·˛ð‡ÚÓð

	éÒÏÓÚð, ÛıÓ‰ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË 
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË 
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË 
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ 

	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸ 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌ‡ ÔÓ‚ðÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ËÁÌÓ¯ÂÌÌÓ„Ó ¯ÌÛð‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚
	á‡ÏÂÌ‡ ÒÎÓÏ‡ÌÌÓÈ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚ 
	ë·ÓðÍ‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Úð 
	ë‚Â˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËﬂ 
	ëÏ‡ÁÍ‡ Ë„ÓÎ¸˜‡ÚÓ„Ó ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ï‡ÒÎﬂÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ 
	ëËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌ‡ﬂ Ó˜ËÒÚÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ”ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ”
	ê‡·ÓÚ‡ ‚ ÁËÏÌËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðË 0ºñ ËÎË ÌËÊÂ 

	êÛ˜ÍË Ò ÔÓ‰Ó„ðÂ‚ÓÏ
	Éð‡ÙËÍ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
	êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓÂ ðÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	èËÎ‡ ˆÂÔË Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	éÚ‰‡˜‡ Ë ð‡‰ËÛÒ Á‡ÍðÛ„Îﬂ˛˘ÂÈ ‚Âð¯ËÌ˚ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ ¯ËÌ˚
	Pixel

	é·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îﬂ Á‡ÚÓ˜ÍË Ë Û„Î˚ Á‡ÚÓ˜ÍË
	ÑÖäãÄêÄñàü ëééíÇÖíëíÇàü Öë
	(íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ Ö‚ðÓÔ˚)
	141400, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. ïËÏÍË, ÛÎ. ãÂÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡ﬂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 39, ÒÚðÓÂÌËÂ 6, Á‰‡ÌËÂ II, ˝Ú‡Ê 4, 8-800-200-1689 

	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡:
	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ‚ ð˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ:
	ë˙‰˙ðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏË ÔÓÚðÂ·ËÚÂÎ˛!
	çÂÓ·ıÓ‰ÓÏË ÏÂðÍË ÔðÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ‚ÂðËÊÂÌ ÚðËÓÌ
	á‡ÔÓÏÌÂÚÂ
	ÇËÌ‡„Ë ÒÂ ÓÒÎ‡ÌﬂÈÚÂ Ì‡ Á‰ð‡‚Ëﬂ ÒÏËÒ˙Î
	ãË˜Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ÂÍËÔËðÓ‚Í‡
	á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	Ç ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú ð˙Í‡Ú‡ ÏË ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡?
	ôÂ ÛÒÔﬂ‚‡ ÎË ‚ËÌ‡„Ë ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÂðˆËﬂ ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú?
	ëÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â ÏÂ ÔðÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Ì‡ð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ ‡ÍÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚÍ‡Ú?
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ
	ÄÛÒÔÛı

	êÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Â ÍÓÌÒÚðÛËð‡ÌÓ Ò ˆÂÎ ÏËÌËÏËÁËð‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÍ‡Ú‡
	á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ Ë ðÂ„ÛÎËð‡ÌÂ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
	ç‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	ëÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ðÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ

	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ‡ÏÓðÚËÁ‡ÚÓð

	ÉÓðË‚Ì‡ ÒÏÂÒ
	ÅÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ Á‡ ‰‚ÛÚ‡ÍÚÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	èðË„ÓÚ‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡
	ÇÂðËÊÌÓ Ï‡ÒÎÓ

	á‡ðÂÊ‰‡ÌÂ Ò „ÓðË‚Ó 
	ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔðË ·Óð‡‚ÂÌÂ Ò „ÓðË‚Ó
	íð‡ÌÒÔÓðÚ Ë Ò˙ıð‡ÌÂÌËÂ
	èðÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ıð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ

	ëÚ‡ðÚËð‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
	ëÚÛ‰ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	á‡„ðﬂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ

	èðÂ‰Ë ‚ÒﬂÍ‡ ÛÔÓÚðÂ·‡: 
	éÒÌÓ‚ÌË ÛÍ‡Á‡ÌËﬂ Á‡ ð‡·ÓÚ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌË Ì‡ ðﬂÁ‡ÌÂ
	íÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚‡ÎﬂÌÂ Ì‡ ‰˙ð‚ÂÚ‡
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔð‡‚ËÎÌÓ Ô‡‰Ì‡ÎÓ ‰˙ð‚Ó 

	åÂðÍË Á‡ ËÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ð‡ÚÂÌ ÚÎ‡Ò˙Í
	ä‡Í‚Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ‚‡ Ó·ð‡ÚÌËﬂÚ ÚÎ‡Ò˙Í?

	éÒÌÓ‚ÌË ÔðËÌˆËÔË
	êÂ„ÛÎËð‡ÌÂ Ì‡ Í‡ð·Ûð‡ÚÓð
	ê‡·ÓÚ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
	íÓ˜Ì‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	ëÏﬂÌ‡ Ì‡ ÚËÔ‡ Ì‡ „ÓðË‚ÓÚÓ
	èðÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË
	ÇËÌÚ Ì‡ ÌËÒÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ã
	éÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ôð‡ÁÌËﬂ ıÓ‰ í
	ÇËÌÚ Á‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ç
	èð‡‚ËÎÌÓ ðÂ„ÛÎËð‡Ì Í‡ð·Ûð‡ÚÓð

	èðÂ„ÎÂ‰, ÔÓ‰‰ð˙ÊÍ‡ Ë ÒÂð‚ËÁ Ì‡ Á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðËÊÌËﬂ ÚðËÓÌ
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡ 
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ 

	ÄÛÒÔÛı 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ ÒÍ˙Ò‡ÌÓ ËÎË ËÁÌÓÒÂÌÓ ‚˙ÊÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	á‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡Ú‡ ÔðÛÊËÌ‡
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ Ò˜ÛÔÂÌ‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡ ÔðÛÊËÌ‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	Ç˙Á‰Û¯ÂÌ ÙËÎÚ˙ð 
	á‡Ô‡ÎËÚÂÎÌ‡ Ò‚Â˘ 
	é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ë„ÎÂÌËﬂ Î‡„Âð 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌ‡ ÔÓÏÔ‡ 
	éıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ "ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ"
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðÂÁ ÁËÏ‡Ú‡
	íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ 0Óë ËÎË ÔÓ-ÌËÒÍ‡ 

	á‡„ðﬂ‚‡ÌË ‰ð˙ÊÍË
	íÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË
	èðÂÔÓð˙˜ËÚÂÎÌÓ ðÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	åÓÚÓðÂÌ ÚðËÓÌ Ò Ì‡Ï‡ÎÂÌ ÓÚÍ‡Ú
	éÚÍ‡Ú Ë ð‡‰ËÛÒ Ì‡ ‚˙ðı‡ Ì‡ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ‚‡˘‡Ú‡ ¯ËÌ‡
	Pixel

	àÌÒÚðÛÏÂÌÚË Á‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ë ˙„ÎË Ì‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ
	Öé-Û‚ÂðÂÌËÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
	(Ç‡ÎË‰ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ð‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ö‚ðÓÔ‡)



	
	A gépen látható szimbólumok:
	A használati utasításban található szimbólumok:
	Tartalomjegyzék
	Tisztelt vásárlónk!
	Az új fırész használatbavétele elŒtti teendŒk
	Fontos
	Mindig próbáljon elŒrelátóan gondolkodni.
	Személyi védŒfelszerelés
	A gép biztonsági felszerelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	A kezem mindig mıködésbe hozza a láncféket visszacsapódás esetén?
	A láncfék tehetetlenségi mechanizmusa minden esetben mıködésbe lép visszacsapódásnál?
	A láncfırész mindig megvéd a sérülésektŒl, ha visszacsapódás történik?
	Gázadagoló-retesz
	Láncfogó
	JobbkézvédŒ
	Rezgéscsillapító rendszer
	Leállító kapcsoló
	Kipufogódob

	Vágószerkezet
	Általános szabályok
	A visszacsapódás minimálisra csökkentésére tervezett berendezés
	A lánc élezése és a mélységhatároló távolságának állítása
	A lánc megfeszítése 
	A vágószerkezet kenése

	A vezetŒlemez és a lánc felszerelése 
	A kéregtámasz felszerelése

	Üzemanyagkeverék
	Benzin 
	Kétütemı olaj
	Keverék
	Láncolaj

	Tankolás 
	Üzemanyagbiztonság
	Szállitás és tárolás
	Hosszú távú tárolás

	Beindítás és leállítás
	Hideg motor
	Meleg motor
	Leállítás

	Használat elŒtt: 
	Általános munkavédelmi utasítások
	AlapvetŒ munkavédelmi szabályok
	Általános szabályok
	AlapvetŒ vágástechnika
	A fadöntés technikája
	A rosszul dŒlt fa kiszabadítása 

	Hogyan kerüljük el a visszarúgást
	Mi a visszarúgás?

	Általános tudnivalók
	A porlasztó beállítása
	Mıködés
	Alapbeállítás és bejáratás
	Finombeállítás
	Üzemanyagtípus változtatása
	Feltételek
	Az alacsony fordulatszámú L-fúvóka
	A T üresjárat finombeállítása
	A magas fordulatszámú H-fúvóka
	Helyesen beállított porlasztó

	A motorfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	Gázadagoló-retesz 
	Láncfogó 
	JobbkézvédŒ 
	Rezgéscsillapító rendszer 
	Leállító kapcsoló 

	Kipufogódob 
	Indítószerkezet
	Elszakadt vagy elkopott indítózsinór cseréje 
	A visszahúzórugó elŒfeszítése
	Törött visszahúzórugó cseréje 
	Az indítószerkezet visszaszerelése

	LevegŒszırŒ 
	Gyújtógyertya 
	A tıgörgŒs csapágy karbantartása 
	Az olajpumpa szabályozása 
	A hıtŒrendszer 
	"Air Injection" centrifugális tisztítás
	Téli használat
	0°C vagy annál alacsonyabb hŒmérséklet 

	Fogantyúfıtés
	Karbantartási séma
	Mıszaki adatok
	Javasolt vágószerkezet
	Kis visszarúgású fırészlánc
	Visszarúgás és a vezetŒlemez orrkerekének sugara
	Pixel

	ReszelŒberendezés és reszelési szögek
	Termékazonossági EGK-bizonyítvány
	(Kizárólag Európára vonatkozik)

	Oznakowanie maszyny:
	Symbole wyst´pujàce w instrukcji obs¸ugi:
	Spis treÊci
	Szanowny Kliencie!
	CzynnoÊci które nale˝y wykonaç przed przystàpieniem do u˝ytkowania nowej pilarki
	Wa˝ne
	Kieruj si´ zawsze zdrowym rozsàdkiem
	Ârodki ochrony osobistej
	Zespo¸y zabezpieczajàce maszyny
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Czy zawsze mo˝na w¸àczyç hamulce ¸aƒcucha r´kà w razie odbicia?
	Czy mechanizm bezw¸adnoÊciowy zawsze w¸àcza hamulec ¸aƒcucha w razie odbicia?
	Czy hamulec ¸aƒcucha zawsze zabezpiecza przed obra˝eniami w razie odbicia?
	Blokada dêwigni gazu
	Wychwytnik ¸aƒcucha
	Os¸ona prawej r´ki
	System t¸umienia wibracji
	Wy¸àcznik
	T¸umik

	Osprz´t tnàcy
	Zasady ogólne
	Osprz´t tnàcy ograniczajàcy ryzyko powstania odbicia
	Ostrzenie ¸aƒcucha i ustalanie szczeliny ¸aƒcucha
	Napinanie ¸aƒcucha pilarki 
	Smarowanie osprz´tu tnàcego

	Monta˝ prowadnicy i ¸aƒcucha 
	Monta˝ zderzaka

	Paliwo
	Benzyna 
	Olej do silników dwusuwowych
	Sporzàdzanie mieszanki
	Olej do smarowania ¸aƒcucha

	Tankowanie 
	Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo
	Transport i przechowywanie
	D¸u˝sze przechowywanie

	Uruchamianie i wy¸àczanie
	Zimny silnik
	Ciep¸y silnik
	Wy¸àczanie silnika

	Zawsze przed u˝ytkowaniem: 
	Ogólne zasady pracy maszynà
	Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
	Zasady ogólne
	Podstawowa technika Êcinki
	Technika Êcinania drzew
	Usuwanie drzewa êle obalonego 

	CzynnoÊci w celu unikni´cia odbicia
	Co to jest odbicie?

	Uwagi ogólne
	Regulacja gaênika
	Dzia¸anie
	Regulacja podstawowa i docieranie
	Regulacja ostateczna
	Zmiana rodzaju paliwa
	Warunki wykonywania regulacji gaênika
	Dysza regulacyjna niskich obrotów L
	Ostateczne ustawianie obrotów ja¸owych Êrubà regulacyjnà T
	Âruba regulacyjna wysokich obrotów H
	Prawid¸owo wyregulowany gaênik

	Przeglàd, konserwacja i obs¸uga zespo¸ów zabezpieczajàcych pilarki
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Blokada dêwigni gazu 
	Wychwytnik ¸aƒcucha 
	Os¸ona prawej r´ki 
	System t¸umienia wibracji 
	Wy¸àcznik 

	T¸umik 
	Rozrusznik
	Wymiana p´kni´tej lub zu˝ytej linki rozrusznika 
	Napinanie spr´˝yny rozrusznika
	Wymiana p´kni´tej spr´˝yny powrotnej 
	Monta˝ rozrusznika

	Filtr powietrza 
	Âwieca zap¸onowa 
	Smarowanie ¸o˝yska ig¸owego 
	Regulacja pompy oleju 
	Uk¸ad ch¸odzenia 
	System odÊrodkowego oczyszczania powietrza "Air Injection"
	Eksploatacja w okresie zimowym
	Temperatura 0°C lub poni˝ej 

	Podgrzewanie uchwytów
	Plan konserwacji
	Dane techniczne
	Zalecany osprz´t tnàcy
	¸aƒcuch tnàcy o niewielkiej sk¸onnoÊci do odbiç
	Promieƒ odbicia oraz koƒcówki prowadnicy
	Pixel

	Sprz´t do ostrzenia i kàty ostrzenia
	Deklaracja zgodnoÊci WE
	(Dotyczy tylko Europy)

	Symboly na stroji:
	Symboly pouÏité v návode na obsluhu:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazník,
	Pred pouÏitím novej reÈazovej píly
	DôleÏité
	VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom
	Osobné ochranné prostriedky
	Bezpeãnostné vybavenie stroja
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Spustím brzdu reÈaze rukou vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Spustí zotrvaãnosÈ brzdu reÈaze vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Zabráni brzda poraneniu vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Poistná páãka plynu
	Zachytávaã reÈaze
	Ochrann˘ kryt pravej ruky
	Systém na tlmenie vibrácií
	Vypínaã
	Tlmiã v˘fuku

	Rezacia ãasÈ
	Základné pravidlá
	Rezacia ãasÈ je navrhnutá tak, aby minimalizovala spätn˘ náraz.
	Naostrenie reÈaze a nastavenie hæbky rezu
	Napnutie reÈaze 
	Mazanie rezacej ãasti.

	Namontovanie vodiacej li‰ty a reÈaze 
	MontaÏ opierky rezania

	Palivo
	Benzín 
	Dvojtaktn˘ olej
	Mie‰anie
	ReÈazov˘ olej

	DopæÀanie paliva 
	BezpeãnosÈ práce s palivom
	Preprava a uchovávanie
	Dlhodobé skladovanie

	·tart a stop
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Zastavenie

	Pred pouÏitím: 
	V‰eobecné pracovné pokyny
	Základné bezpeãnostné pravidlá
	Základné pravidlá
	Základné techniky pilenia
	Technika spiºovania stromov
	Uvoºnenie zle spadnutého stromu

	Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu
	âo je to spätn˘ náraz?

	V‰eobecné
	Nastavenie karburátora
	Funkcia
	Základe nastavenia a zábeh
	Jemné nastavenie
	Zmena typu paliva
	Podmienky
	Tryska L na nastavenie nízkych otáãok
	Jemné vyregulovanie voºnobehu T
	Tryska pre nastavenie vysok˘ch otáãok H
	Správne nastaven˘ karburátor

	Kontrola, údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Poistná páãka plynu 
	Zachytávaã reÈaze 
	Ochrann˘ kryt pravej ruky 
	Systém na tlmenie vibrácií 
	Vypínaã 

	Tlmiã v˘fuku 
	Kryt ‰tartovania
	V˘mena pretrhnutej alebo opotrebovanej ‰núry ‰tartéra 
	Napínanie vratnej pruÏiny
	V˘mena pretrhnutej vratnej pruÏiny 
	Upevnenie ‰tartéra

	Vzduchov˘ filter 
	Zapaºovacia svieãka 
	Mazanie ihlového loÏiska 
	Nastavenie olejového ãerpadla 
	Chladiaci systém 
	Odstredivé ãistenie ”Air Injection”
	PouÏívanie v zime
	Teplota 0°C alebo chladnej‰ie 

	Vyhrievané rukoväte
	Plán údrÏby
	Technické údaje
	Odporúãané rezné zariadenia
	ReÈazová píla s nízkym spätn˘m nárazom
	Polomer spätného nárazu a konca vodiacej li‰ty
	Pixel

	Zariadenie a uhly brúsenia
	EÚ vyhlásenie o zhode
	(UplatÀuje sa iba na Európu)

	Znakovi na stroju:
	Znakovi u priruãniku:
	SadrÏaj
	Po‰tovani kupãe!
	Mjere prije kori‰tenja nove motorne pile
	VaÏno
	Zdrav razum treba prevladati
	Osobna za‰titna oprema
	Sigurnosna oprema stroja
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Hoçe li moja ruka uvijek ukljuãiti koãnicu lanca u sluãaju povratnog trzaja?
	Hoçe li inercija uvijek ukljuãiti koãnicu lanca prilikom povratnog trzaja?
	Hoçe li me koãnica lanca uvijek za‰tititi od ozljeda u sluãaju povratnog trzaja?
	Gumb za gas
	Hvataã lanca
	·tit desne ruke
	Sistem za smanjivanje vibracija
	Glavni prekidaã
	Prigu‰ivaã

	Oprema za rezanje
	Osnovna pravila
	Rezna oprema je oblikovana za minimiziranje povratnog trzaja
	O‰trenje lanca i pode‰avanje razmaka reznog alata
	Zatezanje lanca 
	Podmazivanje opreme za rezanje

	Sastavljanje maãa i lanca 
	Sastavljanje naslonjaãa kore

	Gorivo
	Benzin 
	Dvotaktno ulje
	Mje‰anje
	Ulje za lanac

	Punjenje goriva 
	Sigurnost pri rukovanju s gorivom
	Prijevoz i skladi‰tenje
	Dugotrajna pohrana

	Ukljuãivanje i iskljuãivanje
	Hladan motor
	Topli motor
	Iskljuãivanje

	Prije svake upotrebe: 
	Opçenite upute za rad
	Osnovna pravila sigurnosti
	Osnovna pravila
	Osnovne tehnike pilanja
	Tehnika obaranja drveta
	Osloba÷anje drveta koje je lo‰e oboreno 

	Kako da izbjegnete trzaj
	·to je trzaj?

	Opçenito
	Pode‰avanje rasplinjaãa
	Rad
	Osnovno pode‰avanje i uhodavanje
	Fino pode‰avanje
	Izmjena vrste goriva
	Uvjeti
	Igla L za sporo ubrizgavanje
	Fino pode‰avanje praznog hoda T
	Igla H za brzo ubrizgavanje
	Ispravno pode‰en rasplinjaã

	Provjera, odrÏavanje i servisiranje siguronosne opreme motorne pile
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Gumb za gas 
	Hvataã lanca 
	·tit desne ruke 
	Sistem za smanjivanje vibracija 
	Glavni prekidaã 

	Prigu‰ivaã 
	Naprava za paljenje
	Promjena puknutog ili istro‰enog uÏeta za paljenje 
	Natezanje povratne opruge
	Mijenjanje puknute povratne opruge 
	Sastavljanje naprave za paljenje

	Filter za zrak 
	Svjeçica 
	OdrÏavanje leÏi‰ta za iglu 
	Pode‰avanje pumpe za ulje 
	Rashladni sistem 
	Centrifugalno ãi‰çenje "Air Injection"
	Upotreba po zimi
	Temperature od 0°C ili niÏe 

	Grijanje ruãki
	Raspored odrÏavanja
	Tehniãki podaci
	Preporuãena oprema za rezanje
	Niska razina povratnog udara lanca
	Povratni udar i polumjer vrha vodilice
	Pixel

	Oprema za o‰trenje i kutovi o‰trenja
	EC-uvjerenje o podudaranju
	(VaÏi samo za Evropu)

	Symboly vyobrazené na tûlese stroje:
	Symboly v návodu k pouÏití:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazníku,
	Pﬁed zahájením práce s novou motorovou pilou
	Upozornûní
	VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum
	Osobní ochranné pomÛcky
	Bezpeãnostní vybavení stroje
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Bude moje ruka aktivovat brzdu ﬁetûzu vÏdy v pﬁípadû zpûtného odrazu?
	Spustí se aktivace brzdy ﬁetûzu setrvaãností vÏdy, kdyÏ dojde ke zpûtnému odrazu?
	Ochrání mû brzda ﬁetûzu v pﬁípadû zpûtného odrazu vÏdy pﬁed zranûním?
	Pojistka páãky plynu
	Zachycovaã ﬁetûzu
	Chrániã pravé ruky
	Antivibraãní systém
	Stop spínaã (vypínaã zapalování)
	Tlumiã v˘fuku

	¤ezn˘ mechanismus
	Obecná pravidla
	¤ezací zaﬁízení urãené pro minimalizaci zpûtného odrazu
	Ostﬁení ﬁetûzu a nastavování vÛle omezovacích zubÛ
	Napínání ﬁetûzu 
	Mazání ﬁezného mechanismu

	MontáÏ ﬁezné li‰ty a ﬁetûzu 
	MontáÏ zubové opûrky

	Palivo
	Benzín 
	Olej pro dvoudobé motory
	Míchání smûsi
	Olej na mazání ﬁetûzu

	Plnûní paliva 
	Bezpeãnost pﬁi manipulaci s palivem
	Pﬁeprava a pﬁechovávání
	Dlouhodobé uskladnûní

	Startování a vypínání
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Vypínání

	Pﬁed kaÏd˘m pouÏitím: 
	Obecné pracovní pokyny
	Základní bezpeãnostní pravidla
	Obecná pravidla
	Základní techniky ﬁezání
	Postup pﬁi kácení stromÛ
	Vypro‰Èování stromu, kter˘ padl ‰patnû 

	Jak zabránit zpûtnému rázu
	Co je to zpûtn˘ ráz?

	V‰eobecnû
	Nastavení karburátoru
	Funkce
	Základní nastavení hodnot a zábûh
	Jemné seﬁízení
	V˘mûna druhu paliva
	Podmínky
	Tryska nízk˘ch otáãek L
	Jemné seﬁízení volnobûÏn˘ch otáãek T
	Tryska vysok˘ch otáãek H
	Správnû seﬁízen˘ karburátor

	Kontrola a údrÏba bezpeãnostního vybavení motorové pily
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Pojistka páãky plynu 
	Zachycovaã ﬁetûzu 
	Chrániã pravé ruky 
	Antivibraãní systém 
	Stop spínaã (vypínaã zapalování) 

	Tlumiã v˘fuku 
	Startér
	V˘mûna pﬁetrÏeného nebo opotﬁebovaného lanka startéru 
	Napínání vratné pruÏiny
	V˘mûna prasklé vratné pruÏiny startéru 
	MontáÏ startéru

	Vzduchov˘ filtr 
	Zapalovací svíãka 
	Mazání jehlového loÏiska 
	Nastavení ãerpadla oleje 
	Chladicí systém 
	Odstﬁedivé ãi‰tûní "Air Injection"
	PouÏívání v zimû
	Teplota 0 °C nebo ménz 

	Vyhﬁívané rukojeti
	Schema technické údrÏby
	Technické údaje
	Doporuãené ﬁezací vybavení
	¤etûz pily s nízk˘m zpûtn˘m vrhem
	Zpûtn˘ vrh a polomûr ‰piãky vodicí li‰ty
	Pixel

	Nástroje na brou‰ení a brusné úhly
	ES Prohlá‰ení o shodû
	(Platí pouze pro Evropu)
	HU (2-40) PL (41-81) SK (82-120) HR (121-159) CZ (160-198) TR (199-238) Ro (239-277) GR (278-320) RU (321-366) BG (367-412) JP (413-452)


	H1158478-76,543 XP,del 2.pdf
	Makinenin üzerindeki semboller:
	Kullaním kílavuzundaki semboller:
	‹çindekiler
	De¤erli Müﬂterimiz,
	Yeni bir bíçkínín kullanílmasíndan önce
	Önemli
	Her zaman sa¤duyulu davranın.
	Kiﬂisel koruyucu araçlar
	Makinenin güvenlik donanímí
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Geri tepme durumunda elim her zaman zincir frenini etkinleﬂtirir mi?
	Geri tepme her oluﬂtu¤unda zincir freninin eylemsizlik etkinleﬂtirmesi devreye girer mi?
	Geri tepme oluﬂtu¤unda zincir freni beni her zaman korur mu?
	Kelebek kilidi
	Zincir tutucusu
	Sa¤ el koruyucusu
	Titreﬂimden aríndírma sistemi
	Stop dü¤mesi
	Susturucu

	Kesici gereçler
	Temel kurallar
	Kesme ekipmanları geri tepmeyi minimize edecek biçimde tasarlanmıﬂtır.
	Zinciri bileylemek ve tırmık açıklı¤ını ayarlamak
	Zincirin gerilimi 
	Kesici gereçlerin ya¤lanmasí

	Kílíç ve zincirin montají 
	Kílíç koruyucusunu takma

	Çalíﬂtírící
	Benzin 
	‹ki-strok ya¤í
	Karíﬂím
	Zincir ya¤í

	Yakít ikmali 
	Yakít güvenli¤i
	Taﬂıma ve saklama
	Uzun süreli saklama

	Çalíﬂtírma ve durdurma
	So¤uk motor
	Sícak motor
	Stop

	Kullanímdan önce: 
	Genel çalíﬂma açíklamalarí
	Temel güvenlik kurallarí
	Temel kurallar
	Temel kesim teknikleri
	A¤aç yíkma tekni¤i
	Kötü yíkílmíﬂ bir a¤ací gevﬂetme 

	Geri tepmeyi önleyici önlemler
	Geri tepme nedir?

	Genel
	Karbüratör ayarı
	Çalíﬂtírma
	Temel ayarlar ve sürüﬂ
	‹nce ayar
	Yakít tipinin de¤iﬂtirilmesi
	Koﬂullar
	Düﬂük devir vidasi L
	Boﬂta çalíﬂma ayarí T’nin son ayarí
	Yüksek devir vidasí H
	Düzgün ayarlanmíﬂ karbüratör

	Motorlu bíçkí makinesi güvenlik donanímínín kontrol, bakím ve servisi
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Kelebek kilidi 
	Zincir tutucusu 
	Sa¤ el koruyucusu 
	Titreﬂimden aríndírma sistemi 
	Stop dü¤mesi 

	Susturucu 
	Çalíﬂtírma arací
	Kírílmíﬂ ya da aﬂínmíﬂ bir çalíﬂtírma ipinin de¤iﬂtirilmesi 
	Geri döndürme yayínín gerginleﬂtirilmesi
	Kírílmíﬂ geri döndürme yayínín de¤iﬂtirilmesi 
	Çalíﬂtírma aracínín montají

	Hava filtresi 
	Buji 
	Yataklí bilyanín bakímí 
	Ya¤ pompasínín ayarí 
	So¤utucu sistem 
	Sentirfüjlü temizlik ”Air Injection”
	Kíﬂ kullanímí
	0° C veya daha düﬂük ísílarda 

	Arka sap ísísí
	Bakım ﬂeması
	Teknik bilgiler
	Önerilen kesme ekipmanı
	Düﬂük geri tepmeli testere zinciri
	Geri tepme ve kılavuz burun yarıçapı
	Pixel

	E¤eleme ekipmanı ve e¤eleme açıları
	Uygunluk konusunda AB deklarasyonu
	(Sadece Avrupa için geçerlidir)


	H1158478-62,543 XP, del 3.pdf
	Simboluri pe maäinã:
	Simboluri în instrucöiunile de utilizare:
	Conöinut
	Stimate client!
	Mãsuri luate înaintea folosirii unui ferãstrãu cu motor nou
	Important
	Procedaöi permanent conform raöionamentului de bun simö
	Echipament personal de protecöia muncii
	Echipamentul de siguranöã al maäinii
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	În cazul unui recul mâna mea va activa de fiecare datã frâna lanöului?
	În cazul apariöiei unui recul, activarea prin ineröie a frânei lanöului va funcöiona mereu?
	Frâna lanöului mã va proteja de vãtãmãri ori de câte ori apare reculul?
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie
	Opritorul de lanö
	Apãrãtorul de mâna dreaptã
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor
	Contactul de oprire
	Toba de eäapament

	Mecanismul de tãiere
	Reguli generale
	Echipament de tãiere proiectat pentru minimizarea reculului
	Ascuöirea lanöului äi reglarea diferenöei de nivel faöã de distanöier
	Tensionarea lanöului 
	Ungerea mecanismului de tãiere

	Montarea lamei de ghidaj äi a lanöului 
	Montajul ghearelor de sprijin

	Amestecul de combustibil
	Benzinã 
	Ulei pentru motoare în doi timpi
	Amestecul
	Ulei de lanö

	Alimentarea 
	Siguranöa manipulãrii combustibilului
	Transport äi depozitare
	Depozitarea pe termen lung

	Pornire äi oprire
	Motor rece
	Motor cald
	Oprire

	Înaintea fiecãrei folosiri: 
	Instrucöiuni generale de lucru
	Reguli de bazã de siguranöã
	Reguli generale
	Tehnica de bazã de tãiere
	Tehnica de doborâre a arborilor
	Manipularea arborelui care a cãzut greäit 

	Mãsuri de prevenire a reculului
	Ce este reculul?

	Generalitãöi
	Reglarea carburatorului
	Funcöionare
	Ajustarea de bazã äi rodajul
	Ajustare finã
	Schimbarea tipului de combustibil
	Condiöii
	Acul de turaöie joasã L
	Ajustarea finã a turaöiei de mers în gol T
	Acul de turaöie înaltã H
	Carburator ajustat corect

	Verificarea, întreöinerea, äi serviciul echipamentului de siguranöã al ferãstrãului cu motor
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie 
	Opritorul de lanö 
	Apãrãtorul de mâna dreaptã 
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor 
	Contactul de oprire 

	Toba de eäapament 
	Demarorul
	Schimbarea änurului de demaraj rupt sau uzat 
	Tensionarea resortului de readucere
	Schimbarea resortului de readucere rupt 
	Montarea demarorului

	Filtrul de aer 
	Bujia 
	Ungerea rulmentului cu ace 
	Reglarea pompei de ulei 
	Sistemul de rãcire 
	Curãöirea centrifugalã a aerului ”Air Injection”
	Folosirea în timpul iernii
	Temperaturi de 0°C sau mai scãzute 

	Mânerele cu preîncãlzitor
	Planificarea întreöinerii
	Date tehnice
	Echipament de tãiere recomandat
	Lanö de fierãstrãu cu recul redus
	Recul äi raza vârfului barei de ghidare
	Pixel

	Echipamentele de ascuöire äi unghiuri de ascuöire
	Declaratie de conformitate EC
	(Valabil doar în Europa)


	1158478-93, del 4.pdf
	™‡ÌßÔÏ· ð¿Óˆ ÛÙÔ ÌË¯¿ÓËÌ·:
	™‡ÌßÔÏ· ÛÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜:
	¶ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ·
	°Á·ðËÙ¤ ðÂÏ¿ÙË!
	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ðÚÈﬁÓÈ
	™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ
	ÃÚËÛÈÌÔðÔÈÂ›ÙÂ ð¿ÓÙÔÙÂ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈÎ‹
	°ÙÔÌÈÎﬁ˜ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÌË¯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	£· ÌðÔÚÂ› ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÂ ÎÏˆÙÛ‹Ì·Ù·;
	£· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ›Ù·È ð¿ÓÙÔÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ﬁÙ·Ó Ï·Ìß¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÎÏÒÙÛËÌ·;
	£· ÌÂ ðÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ðﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ ÛÂ ðÂÚ›ðÙˆÛË ðÔ˘ Û˘ÌßÂ› ÎÏÒÙÛËÌ·;
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð
	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜

	ºÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	KÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ðÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·
	ÆÚﬁ¯ÈÛÌ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ß¿ıÔ˘˜ ÎÔð‹˜ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	Æ¤ÓÙˆÌ· ·Ï˘Û›‰·˜ 
	§¿‰ˆÌ· ÎÔðÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡

	MÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ 
	ÆÔðÔı¤ÙËÛË Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·

	M›ÁÌ· Î·˘Û›ÌÔ˘
	µÂÓ˙›ÓË 
	§¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
	°Ó¿ÌÈÍË
	§¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜

	°¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·˘Û›ÌˆÓ
	ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·ðÔı‹ÎÂ˘ÛË
	º‡Ï·ÍË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚÎÂ›·˜

	.ÂÎ›ÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ·
	ºÚ‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	·ÂÛÙﬁ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	™Ù·Ì¿ÙËÌ·

	¶ÚÈÓ ·ðﬁ ÔðÔÈ·‰‹ðÔÙÂ ¯Ú‹ÛË: 
	°ÂÓÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	µ·ÛÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ðÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÔð‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ
	°ðÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ ðÔ˘ ¤ðÂÛÂ ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ¿ 

	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚﬁÏË„Ë˜ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ÆÈ Â›Ó·È ÎÏÒÙÛËÌ·;

	°ÂÓÈÎ¿
	ƒ‡ıÌÈÛË Î·ÚÌðÈÚ·Ù¤Ú
	§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
	µ·ÛÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÛÙÚÒÛÈÌÔ
	ƒ‡ıÌÈÛË ·ÎÚ›ßÂÈ·˜
	°ÏÏ·Á‹ Â›‰Ô˘˜ Î·˘Û›ÌÔ˘
	¶ÚÔ¸ðÔı¤ÛÂÈ˜
	µÂÏﬁÓ· ¯·ÌËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ L
	ÆÂÏÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› Æ
	µÂÏﬁÓ· ˘„ËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ ¸
	™ˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ Î·ÚÌð˘Ú·Ù¤Ú

	¶ÏÂÁ¯Ô˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßÈ˜ ÙÔ˘ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔðÚ›ÔÓÔ˘
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡ 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ 
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ 
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð 

	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ 
	MË¯·ÓÈÛÌﬁ˜ ÂÎÎ›ÓËÛË˜
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ‹ Êı·ÚÌ¤ÓÔ˘ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ 
	Æ¤ÓÙˆÌ· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘ 
	™˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÎ›ÓËÛË˜

	º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· 
	MðÔ˘˙› 
	§›ð·ÓÛË ßÂÏÔÓÔÂÈ‰Ô‡˜ ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó 
	ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· „‡ÍË˜ 
	º˘ÁoÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ ”Air Injection”
	ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË
	£ÚÌÔÎÚ·Û›· 0°C ‹ ¯·ÌËÏﬁÙÚË 

	£ÂÚÌ·ÈÓﬁÌÂÓÂ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß¤˜
	¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
	¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÔ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÎÔð‹˜
	°Ï˘Û›‰· ðÚÈÔÓÈÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ºÏÒÙÛËÌ· Î·È ·ÎÙ›Ó· Ì‡ÙË˜ Ï¿Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡
	Pixel

	¶ÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	¶K-µÂß·›ˆÛË Û˘ÌÊˆÓ›·˜
	(¹Û¯‡ÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ¶˘ÚÒðË)


	H1158478-56,543 XP, del 5.pdf
	ìÒÎÓ‚Ì˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ:
	ëËÏ‚ÓÎ˚ ‚ ËÌÒÚðÛÍˆËË:
	ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸!
	ÑÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÂ‰ÔðËÌﬂÚ¸ ÔÂðÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚ 
	Ç‡ÊÌ‡ﬂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËﬂ
	ÇÒÂ„‰‡ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂÒ¸ Á‰ð‡‚˚Ï ÒÏ˚ÒÎÓÏ
	ëðÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ ÓÔÂð‡ÚÓð‡
	ìÒÚðÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ÎË ÏÓﬂ ðÛÍ‡ ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	èðÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÓðÏÓÁ‡ ˆÂÔË ËÌÂðˆËÂÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	Ç ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÎË ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÏÂÌﬂ ÓÚ Úð‡‚Ï˚ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸

	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	á‡Ú‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÒÌËÊÂÌËÂ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ ÔËÎ¸ÌÓÈ ˆÂÔË.
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ˆÂÔË 
	ëÏ‡ÁÍ‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡

	èÓðﬂ‰ÓÍ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡ Ë ˆÂÔË 
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÁÛ·˜‡ÚÓ„Ó ÛÔÓð‡

	íÓÔÎË‚Ó
	çÂ˝ÚËÎËðÓ‚‡ÌÌ˚È ·ÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ ‰Îﬂ ‰‚ÛıÚ‡ÍÚÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
	ëÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ
	ñÂÔÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ

	á‡Ôð‡‚Í‡ ÚÓÔÎË‚ÓÏ 
	èð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔðË Á‡Ôð‡‚ÍÂ 
	íð‡ÌÒÔÓðÚËðÓ‚Í‡ Ë ıð‡ÌÂÌËÂ
	ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ıð‡ÌÂÌËÂ

	á‡ÔÛÒÍ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
	ïÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	íÂÔÎ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

	èÂðÂ‰ Í‡Ê‰˚Ï ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ: 
	é·˘ËÂ ð‡·Ó˜ËÂ ËÌÒÚðÛÍˆËË
	éÒÌÓ‚Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ ÔËÎÂÌËﬂ
	íÂıÌËÍ‡ ‚‡ÎÍË ‰Âð¸Â‚¸Â‚
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂðÂ‚‡ 

	ä‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‰‡˜Ë 
	óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÚ‰‡˜‡?

	é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Í‡ð·˛ð‡ÚÓð‡
	ä‡ð·˛ð‡ÚÓð Ò Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎÂÏ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 
	ê‡·ÓÚ‡
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Ë Ó·Í‡ÚÍ‡
	íÓ˜Ì‡ﬂ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	àÁÏÂÌÂÌËÂ ÚËÔ‡ ÚÓÔÎË‚‡
	ìÒÎÓ‚Ëﬂ
	ÜËÍÎÂð ã
	íÓ˜Ì‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó·ÓðÓÚÓ‚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡ í
	ÜËÍÎÂð ç
	èð‡‚ËÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÚðÓÂÌÌ˚È Í‡ð·˛ð‡ÚÓð

	éÒÏÓÚð, ÛıÓ‰ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË 
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË 
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË 
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ 

	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸ 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌ‡ ÔÓ‚ðÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ËÁÌÓ¯ÂÌÌÓ„Ó ¯ÌÛð‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚
	á‡ÏÂÌ‡ ÒÎÓÏ‡ÌÌÓÈ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚ 
	ë·ÓðÍ‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Úð 
	ë‚Â˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËﬂ 
	ëÏ‡ÁÍ‡ Ë„ÓÎ¸˜‡ÚÓ„Ó ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ï‡ÒÎﬂÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ 
	ëËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌ‡ﬂ Ó˜ËÒÚÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ”ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ”
	ê‡·ÓÚ‡ ‚ ÁËÏÌËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðË 0ºñ ËÎË ÌËÊÂ 

	êÛ˜ÍË Ò ÔÓ‰Ó„ðÂ‚ÓÏ
	Éð‡ÙËÍ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
	êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓÂ ðÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	èËÎ‡ ˆÂÔË Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	éÚ‰‡˜‡ Ë ð‡‰ËÛÒ Á‡ÍðÛ„Îﬂ˛˘ÂÈ ‚Âð¯ËÌ˚ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ ¯ËÌ˚
	Pixel

	é·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îﬂ Á‡ÚÓ˜ÍË Ë Û„Î˚ Á‡ÚÓ˜ÍË
	ÑÖäãÄêÄñàü ëééíÇÖíëíÇàü Öë
	(íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ Ö‚ðÓÔ˚)
	141400, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. ïËÏÍË, ÛÎ. ãÂÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡ﬂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 39, ÒÚðÓÂÌËÂ 6, Á‰‡ÌËÂ II, ˝Ú‡Ê 4, 8-800-200-1689 

	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡:
	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ‚ ð˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ:
	ë˙‰˙ðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏË ÔÓÚðÂ·ËÚÂÎ˛!
	çÂÓ·ıÓ‰ÓÏË ÏÂðÍË ÔðÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ‚ÂðËÊÂÌ ÚðËÓÌ
	á‡ÔÓÏÌÂÚÂ
	ÇËÌ‡„Ë ÒÂ ÓÒÎ‡ÌﬂÈÚÂ Ì‡ Á‰ð‡‚Ëﬂ ÒÏËÒ˙Î
	ãË˜Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ÂÍËÔËðÓ‚Í‡
	á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	Ç ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú ð˙Í‡Ú‡ ÏË ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡?
	ôÂ ÛÒÔﬂ‚‡ ÎË ‚ËÌ‡„Ë ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÂðˆËﬂ ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú?
	ëÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â ÏÂ ÔðÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Ì‡ð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ ‡ÍÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚÍ‡Ú?
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ
	ÄÛÒÔÛı

	êÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Â ÍÓÌÒÚðÛËð‡ÌÓ Ò ˆÂÎ ÏËÌËÏËÁËð‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÍ‡Ú‡
	á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ Ë ðÂ„ÛÎËð‡ÌÂ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
	ç‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	ëÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ðÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ

	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ‡ÏÓðÚËÁ‡ÚÓð

	ÉÓðË‚Ì‡ ÒÏÂÒ
	ÅÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ Á‡ ‰‚ÛÚ‡ÍÚÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	èðË„ÓÚ‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡
	ÇÂðËÊÌÓ Ï‡ÒÎÓ

	á‡ðÂÊ‰‡ÌÂ Ò „ÓðË‚Ó 
	ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔðË ·Óð‡‚ÂÌÂ Ò „ÓðË‚Ó
	íð‡ÌÒÔÓðÚ Ë Ò˙ıð‡ÌÂÌËÂ
	èðÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ıð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ

	ëÚ‡ðÚËð‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
	ëÚÛ‰ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	á‡„ðﬂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ

	èðÂ‰Ë ‚ÒﬂÍ‡ ÛÔÓÚðÂ·‡: 
	éÒÌÓ‚ÌË ÛÍ‡Á‡ÌËﬂ Á‡ ð‡·ÓÚ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌË Ì‡ ðﬂÁ‡ÌÂ
	íÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚‡ÎﬂÌÂ Ì‡ ‰˙ð‚ÂÚ‡
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔð‡‚ËÎÌÓ Ô‡‰Ì‡ÎÓ ‰˙ð‚Ó 

	åÂðÍË Á‡ ËÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ð‡ÚÂÌ ÚÎ‡Ò˙Í
	ä‡Í‚Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ‚‡ Ó·ð‡ÚÌËﬂÚ ÚÎ‡Ò˙Í?

	éÒÌÓ‚ÌË ÔðËÌˆËÔË
	êÂ„ÛÎËð‡ÌÂ Ì‡ Í‡ð·Ûð‡ÚÓð
	ê‡·ÓÚ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
	íÓ˜Ì‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	ëÏﬂÌ‡ Ì‡ ÚËÔ‡ Ì‡ „ÓðË‚ÓÚÓ
	èðÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË
	ÇËÌÚ Ì‡ ÌËÒÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ã
	éÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ôð‡ÁÌËﬂ ıÓ‰ í
	ÇËÌÚ Á‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ç
	èð‡‚ËÎÌÓ ðÂ„ÛÎËð‡Ì Í‡ð·Ûð‡ÚÓð

	èðÂ„ÎÂ‰, ÔÓ‰‰ð˙ÊÍ‡ Ë ÒÂð‚ËÁ Ì‡ Á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðËÊÌËﬂ ÚðËÓÌ
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡ 
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ 

	ÄÛÒÔÛı 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ ÒÍ˙Ò‡ÌÓ ËÎË ËÁÌÓÒÂÌÓ ‚˙ÊÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	á‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡Ú‡ ÔðÛÊËÌ‡
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ Ò˜ÛÔÂÌ‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡ ÔðÛÊËÌ‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	Ç˙Á‰Û¯ÂÌ ÙËÎÚ˙ð 
	á‡Ô‡ÎËÚÂÎÌ‡ Ò‚Â˘ 
	é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ë„ÎÂÌËﬂ Î‡„Âð 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌ‡ ÔÓÏÔ‡ 
	éıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ "ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ"
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðÂÁ ÁËÏ‡Ú‡
	íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ 0Óë ËÎË ÔÓ-ÌËÒÍ‡ 

	á‡„ðﬂ‚‡ÌË ‰ð˙ÊÍË
	íÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË
	èðÂÔÓð˙˜ËÚÂÎÌÓ ðÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	åÓÚÓðÂÌ ÚðËÓÌ Ò Ì‡Ï‡ÎÂÌ ÓÚÍ‡Ú
	éÚÍ‡Ú Ë ð‡‰ËÛÒ Ì‡ ‚˙ðı‡ Ì‡ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ‚‡˘‡Ú‡ ¯ËÌ‡
	Pixel

	àÌÒÚðÛÏÂÌÚË Á‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ë ˙„ÎË Ì‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ
	Öé-Û‚ÂðÂÌËÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
	(Ç‡ÎË‰ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ð‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ö‚ðÓÔ‡)



	
	A gépen látható szimbólumok:
	A használati utasításban található szimbólumok:
	Tartalomjegyzék
	Tisztelt vásárlónk!
	Az új fırész használatbavétele elŒtti teendŒk
	Fontos
	Mindig próbáljon elŒrelátóan gondolkodni.
	Személyi védŒfelszerelés
	A gép biztonsági felszerelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	A kezem mindig mıködésbe hozza a láncféket visszacsapódás esetén?
	A láncfék tehetetlenségi mechanizmusa minden esetben mıködésbe lép visszacsapódásnál?
	A láncfırész mindig megvéd a sérülésektŒl, ha visszacsapódás történik?
	Gázadagoló-retesz
	Láncfogó
	JobbkézvédŒ
	Rezgéscsillapító rendszer
	Leállító kapcsoló
	Kipufogódob

	Vágószerkezet
	Általános szabályok
	A visszacsapódás minimálisra csökkentésére tervezett berendezés
	A lánc élezése és a mélységhatároló távolságának állítása
	A lánc megfeszítése 
	A vágószerkezet kenése

	A vezetŒlemez és a lánc felszerelése 
	A kéregtámasz felszerelése

	Üzemanyagkeverék
	Benzin 
	Kétütemı olaj
	Keverék
	Láncolaj

	Tankolás 
	Üzemanyagbiztonság
	Szállitás és tárolás
	Hosszú távú tárolás

	Beindítás és leállítás
	Hideg motor
	Meleg motor
	Leállítás

	Használat elŒtt: 
	Általános munkavédelmi utasítások
	AlapvetŒ munkavédelmi szabályok
	Általános szabályok
	AlapvetŒ vágástechnika
	A fadöntés technikája
	A rosszul dŒlt fa kiszabadítása 

	Hogyan kerüljük el a visszarúgást
	Mi a visszarúgás?

	Általános tudnivalók
	A porlasztó beállítása
	Mıködés
	Alapbeállítás és bejáratás
	Finombeállítás
	Üzemanyagtípus változtatása
	Feltételek
	Az alacsony fordulatszámú L-fúvóka
	A T üresjárat finombeállítása
	A magas fordulatszámú H-fúvóka
	Helyesen beállított porlasztó

	A motorfırész biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése
	Láncfék és biztonsági fékkar
	Gázadagoló-retesz 
	Láncfogó 
	JobbkézvédŒ 
	Rezgéscsillapító rendszer 
	Leállító kapcsoló 

	Kipufogódob 
	Indítószerkezet
	Elszakadt vagy elkopott indítózsinór cseréje 
	A visszahúzórugó elŒfeszítése
	Törött visszahúzórugó cseréje 
	Az indítószerkezet visszaszerelése

	LevegŒszırŒ 
	Gyújtógyertya 
	A tıgörgŒs csapágy karbantartása 
	Az olajpumpa szabályozása 
	A hıtŒrendszer 
	"Air Injection" centrifugális tisztítás
	Téli használat
	0°C vagy annál alacsonyabb hŒmérséklet 

	Fogantyúfıtés
	Karbantartási séma
	Mıszaki adatok
	Javasolt vágószerkezet
	Kis visszarúgású fırészlánc
	Visszarúgás és a vezetŒlemez orrkerekének sugara
	Pixel

	ReszelŒberendezés és reszelési szögek
	Termékazonossági EGK-bizonyítvány
	(Kizárólag Európára vonatkozik)

	Oznakowanie maszyny:
	Symbole wyst´pujàce w instrukcji obs¸ugi:
	Spis treÊci
	Szanowny Kliencie!
	CzynnoÊci które nale˝y wykonaç przed przystàpieniem do u˝ytkowania nowej pilarki
	Wa˝ne
	Kieruj si´ zawsze zdrowym rozsàdkiem
	Ârodki ochrony osobistej
	Zespo¸y zabezpieczajàce maszyny
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Czy zawsze mo˝na w¸àczyç hamulce ¸aƒcucha r´kà w razie odbicia?
	Czy mechanizm bezw¸adnoÊciowy zawsze w¸àcza hamulec ¸aƒcucha w razie odbicia?
	Czy hamulec ¸aƒcucha zawsze zabezpiecza przed obra˝eniami w razie odbicia?
	Blokada dêwigni gazu
	Wychwytnik ¸aƒcucha
	Os¸ona prawej r´ki
	System t¸umienia wibracji
	Wy¸àcznik
	T¸umik

	Osprz´t tnàcy
	Zasady ogólne
	Osprz´t tnàcy ograniczajàcy ryzyko powstania odbicia
	Ostrzenie ¸aƒcucha i ustalanie szczeliny ¸aƒcucha
	Napinanie ¸aƒcucha pilarki 
	Smarowanie osprz´tu tnàcego

	Monta˝ prowadnicy i ¸aƒcucha 
	Monta˝ zderzaka

	Paliwo
	Benzyna 
	Olej do silników dwusuwowych
	Sporzàdzanie mieszanki
	Olej do smarowania ¸aƒcucha

	Tankowanie 
	Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo
	Transport i przechowywanie
	D¸u˝sze przechowywanie

	Uruchamianie i wy¸àczanie
	Zimny silnik
	Ciep¸y silnik
	Wy¸àczanie silnika

	Zawsze przed u˝ytkowaniem: 
	Ogólne zasady pracy maszynà
	Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
	Zasady ogólne
	Podstawowa technika Êcinki
	Technika Êcinania drzew
	Usuwanie drzewa êle obalonego 

	CzynnoÊci w celu unikni´cia odbicia
	Co to jest odbicie?

	Uwagi ogólne
	Regulacja gaênika
	Dzia¸anie
	Regulacja podstawowa i docieranie
	Regulacja ostateczna
	Zmiana rodzaju paliwa
	Warunki wykonywania regulacji gaênika
	Dysza regulacyjna niskich obrotów L
	Ostateczne ustawianie obrotów ja¸owych Êrubà regulacyjnà T
	Âruba regulacyjna wysokich obrotów H
	Prawid¸owo wyregulowany gaênik

	Przeglàd, konserwacja i obs¸uga zespo¸ów zabezpieczajàcych pilarki
	Hamulec ¸aƒcucha i zabezpieczenie przed odbiciem
	Blokada dêwigni gazu 
	Wychwytnik ¸aƒcucha 
	Os¸ona prawej r´ki 
	System t¸umienia wibracji 
	Wy¸àcznik 

	T¸umik 
	Rozrusznik
	Wymiana p´kni´tej lub zu˝ytej linki rozrusznika 
	Napinanie spr´˝yny rozrusznika
	Wymiana p´kni´tej spr´˝yny powrotnej 
	Monta˝ rozrusznika

	Filtr powietrza 
	Âwieca zap¸onowa 
	Smarowanie ¸o˝yska ig¸owego 
	Regulacja pompy oleju 
	Uk¸ad ch¸odzenia 
	System odÊrodkowego oczyszczania powietrza "Air Injection"
	Eksploatacja w okresie zimowym
	Temperatura 0°C lub poni˝ej 

	Podgrzewanie uchwytów
	Plan konserwacji
	Dane techniczne
	Zalecany osprz´t tnàcy
	¸aƒcuch tnàcy o niewielkiej sk¸onnoÊci do odbiç
	Promieƒ odbicia oraz koƒcówki prowadnicy
	Pixel

	Sprz´t do ostrzenia i kàty ostrzenia
	Deklaracja zgodnoÊci WE
	(Dotyczy tylko Europy)

	Symboly na stroji:
	Symboly pouÏité v návode na obsluhu:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazník,
	Pred pouÏitím novej reÈazovej píly
	DôleÏité
	VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom
	Osobné ochranné prostriedky
	Bezpeãnostné vybavenie stroja
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Spustím brzdu reÈaze rukou vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Spustí zotrvaãnosÈ brzdu reÈaze vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Zabráni brzda poraneniu vÏdy v prípade spätného nárazu?
	Poistná páãka plynu
	Zachytávaã reÈaze
	Ochrann˘ kryt pravej ruky
	Systém na tlmenie vibrácií
	Vypínaã
	Tlmiã v˘fuku

	Rezacia ãasÈ
	Základné pravidlá
	Rezacia ãasÈ je navrhnutá tak, aby minimalizovala spätn˘ náraz.
	Naostrenie reÈaze a nastavenie hæbky rezu
	Napnutie reÈaze 
	Mazanie rezacej ãasti.

	Namontovanie vodiacej li‰ty a reÈaze 
	MontaÏ opierky rezania

	Palivo
	Benzín 
	Dvojtaktn˘ olej
	Mie‰anie
	ReÈazov˘ olej

	DopæÀanie paliva 
	BezpeãnosÈ práce s palivom
	Preprava a uchovávanie
	Dlhodobé skladovanie

	·tart a stop
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Zastavenie

	Pred pouÏitím: 
	V‰eobecné pracovné pokyny
	Základné bezpeãnostné pravidlá
	Základné pravidlá
	Základné techniky pilenia
	Technika spiºovania stromov
	Uvoºnenie zle spadnutého stromu

	Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu
	âo je to spätn˘ náraz?

	V‰eobecné
	Nastavenie karburátora
	Funkcia
	Základe nastavenia a zábeh
	Jemné nastavenie
	Zmena typu paliva
	Podmienky
	Tryska L na nastavenie nízkych otáãok
	Jemné vyregulovanie voºnobehu T
	Tryska pre nastavenie vysok˘ch otáãok H
	Správne nastaven˘ karburátor

	Kontrola, údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly
	Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky
	Poistná páãka plynu 
	Zachytávaã reÈaze 
	Ochrann˘ kryt pravej ruky 
	Systém na tlmenie vibrácií 
	Vypínaã 

	Tlmiã v˘fuku 
	Kryt ‰tartovania
	V˘mena pretrhnutej alebo opotrebovanej ‰núry ‰tartéra 
	Napínanie vratnej pruÏiny
	V˘mena pretrhnutej vratnej pruÏiny 
	Upevnenie ‰tartéra

	Vzduchov˘ filter 
	Zapaºovacia svieãka 
	Mazanie ihlového loÏiska 
	Nastavenie olejového ãerpadla 
	Chladiaci systém 
	Odstredivé ãistenie ”Air Injection”
	PouÏívanie v zime
	Teplota 0°C alebo chladnej‰ie 

	Vyhrievané rukoväte
	Plán údrÏby
	Technické údaje
	Odporúãané rezné zariadenia
	ReÈazová píla s nízkym spätn˘m nárazom
	Polomer spätného nárazu a konca vodiacej li‰ty
	Pixel

	Zariadenie a uhly brúsenia
	EÚ vyhlásenie o zhode
	(UplatÀuje sa iba na Európu)

	Znakovi na stroju:
	Znakovi u priruãniku:
	SadrÏaj
	Po‰tovani kupãe!
	Mjere prije kori‰tenja nove motorne pile
	VaÏno
	Zdrav razum treba prevladati
	Osobna za‰titna oprema
	Sigurnosna oprema stroja
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Hoçe li moja ruka uvijek ukljuãiti koãnicu lanca u sluãaju povratnog trzaja?
	Hoçe li inercija uvijek ukljuãiti koãnicu lanca prilikom povratnog trzaja?
	Hoçe li me koãnica lanca uvijek za‰tititi od ozljeda u sluãaju povratnog trzaja?
	Gumb za gas
	Hvataã lanca
	·tit desne ruke
	Sistem za smanjivanje vibracija
	Glavni prekidaã
	Prigu‰ivaã

	Oprema za rezanje
	Osnovna pravila
	Rezna oprema je oblikovana za minimiziranje povratnog trzaja
	O‰trenje lanca i pode‰avanje razmaka reznog alata
	Zatezanje lanca 
	Podmazivanje opreme za rezanje

	Sastavljanje maãa i lanca 
	Sastavljanje naslonjaãa kore

	Gorivo
	Benzin 
	Dvotaktno ulje
	Mje‰anje
	Ulje za lanac

	Punjenje goriva 
	Sigurnost pri rukovanju s gorivom
	Prijevoz i skladi‰tenje
	Dugotrajna pohrana

	Ukljuãivanje i iskljuãivanje
	Hladan motor
	Topli motor
	Iskljuãivanje

	Prije svake upotrebe: 
	Opçenite upute za rad
	Osnovna pravila sigurnosti
	Osnovna pravila
	Osnovne tehnike pilanja
	Tehnika obaranja drveta
	Osloba÷anje drveta koje je lo‰e oboreno 

	Kako da izbjegnete trzaj
	·to je trzaj?

	Opçenito
	Pode‰avanje rasplinjaãa
	Rad
	Osnovno pode‰avanje i uhodavanje
	Fino pode‰avanje
	Izmjena vrste goriva
	Uvjeti
	Igla L za sporo ubrizgavanje
	Fino pode‰avanje praznog hoda T
	Igla H za brzo ubrizgavanje
	Ispravno pode‰en rasplinjaã

	Provjera, odrÏavanje i servisiranje siguronosne opreme motorne pile
	Koãnica za lanac i prednji ‰tit za ruke
	Gumb za gas 
	Hvataã lanca 
	·tit desne ruke 
	Sistem za smanjivanje vibracija 
	Glavni prekidaã 

	Prigu‰ivaã 
	Naprava za paljenje
	Promjena puknutog ili istro‰enog uÏeta za paljenje 
	Natezanje povratne opruge
	Mijenjanje puknute povratne opruge 
	Sastavljanje naprave za paljenje

	Filter za zrak 
	Svjeçica 
	OdrÏavanje leÏi‰ta za iglu 
	Pode‰avanje pumpe za ulje 
	Rashladni sistem 
	Centrifugalno ãi‰çenje "Air Injection"
	Upotreba po zimi
	Temperature od 0°C ili niÏe 

	Grijanje ruãki
	Raspored odrÏavanja
	Tehniãki podaci
	Preporuãena oprema za rezanje
	Niska razina povratnog udara lanca
	Povratni udar i polumjer vrha vodilice
	Pixel

	Oprema za o‰trenje i kutovi o‰trenja
	EC-uvjerenje o podudaranju
	(VaÏi samo za Evropu)

	Symboly vyobrazené na tûlese stroje:
	Symboly v návodu k pouÏití:
	Obsah
	VáÏen˘ zákazníku,
	Pﬁed zahájením práce s novou motorovou pilou
	Upozornûní
	VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum
	Osobní ochranné pomÛcky
	Bezpeãnostní vybavení stroje
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Bude moje ruka aktivovat brzdu ﬁetûzu vÏdy v pﬁípadû zpûtného odrazu?
	Spustí se aktivace brzdy ﬁetûzu setrvaãností vÏdy, kdyÏ dojde ke zpûtnému odrazu?
	Ochrání mû brzda ﬁetûzu v pﬁípadû zpûtného odrazu vÏdy pﬁed zranûním?
	Pojistka páãky plynu
	Zachycovaã ﬁetûzu
	Chrániã pravé ruky
	Antivibraãní systém
	Stop spínaã (vypínaã zapalování)
	Tlumiã v˘fuku

	¤ezn˘ mechanismus
	Obecná pravidla
	¤ezací zaﬁízení urãené pro minimalizaci zpûtného odrazu
	Ostﬁení ﬁetûzu a nastavování vÛle omezovacích zubÛ
	Napínání ﬁetûzu 
	Mazání ﬁezného mechanismu

	MontáÏ ﬁezné li‰ty a ﬁetûzu 
	MontáÏ zubové opûrky

	Palivo
	Benzín 
	Olej pro dvoudobé motory
	Míchání smûsi
	Olej na mazání ﬁetûzu

	Plnûní paliva 
	Bezpeãnost pﬁi manipulaci s palivem
	Pﬁeprava a pﬁechovávání
	Dlouhodobé uskladnûní

	Startování a vypínání
	Studen˘ motor
	Tepl˘ motor
	Vypínání

	Pﬁed kaÏd˘m pouÏitím: 
	Obecné pracovní pokyny
	Základní bezpeãnostní pravidla
	Obecná pravidla
	Základní techniky ﬁezání
	Postup pﬁi kácení stromÛ
	Vypro‰Èování stromu, kter˘ padl ‰patnû 

	Jak zabránit zpûtnému rázu
	Co je to zpûtn˘ ráz?

	V‰eobecnû
	Nastavení karburátoru
	Funkce
	Základní nastavení hodnot a zábûh
	Jemné seﬁízení
	V˘mûna druhu paliva
	Podmínky
	Tryska nízk˘ch otáãek L
	Jemné seﬁízení volnobûÏn˘ch otáãek T
	Tryska vysok˘ch otáãek H
	Správnû seﬁízen˘ karburátor

	Kontrola a údrÏba bezpeãnostního vybavení motorové pily
	Brzda ﬁetûzu a chrániã levé ruky
	Pojistka páãky plynu 
	Zachycovaã ﬁetûzu 
	Chrániã pravé ruky 
	Antivibraãní systém 
	Stop spínaã (vypínaã zapalování) 

	Tlumiã v˘fuku 
	Startér
	V˘mûna pﬁetrÏeného nebo opotﬁebovaného lanka startéru 
	Napínání vratné pruÏiny
	V˘mûna prasklé vratné pruÏiny startéru 
	MontáÏ startéru

	Vzduchov˘ filtr 
	Zapalovací svíãka 
	Mazání jehlového loÏiska 
	Nastavení ãerpadla oleje 
	Chladicí systém 
	Odstﬁedivé ãi‰tûní "Air Injection"
	PouÏívání v zimû
	Teplota 0 °C nebo ménz 

	Vyhﬁívané rukojeti
	Schema technické údrÏby
	Technické údaje
	Doporuãené ﬁezací vybavení
	¤etûz pily s nízk˘m zpûtn˘m vrhem
	Zpûtn˘ vrh a polomûr ‰piãky vodicí li‰ty
	Pixel

	Nástroje na brou‰ení a brusné úhly
	ES Prohlá‰ení o shodû
	(Platí pouze pro Evropu)
	HU (2-40) PL (41-81) SK (82-120) HR (121-159) CZ (160-198) TR (199-238) Ro (239-277) GR (278-320) RU (321-366) BG (367-412) JP (413-452)


	H1158478-76,543 XP,del 2.pdf
	Makinenin üzerindeki semboller:
	Kullaním kílavuzundaki semboller:
	‹çindekiler
	De¤erli Müﬂterimiz,
	Yeni bir bíçkínín kullanílmasíndan önce
	Önemli
	Her zaman sa¤duyulu davranın.
	Kiﬂisel koruyucu araçlar
	Makinenin güvenlik donanímí
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Geri tepme durumunda elim her zaman zincir frenini etkinleﬂtirir mi?
	Geri tepme her oluﬂtu¤unda zincir freninin eylemsizlik etkinleﬂtirmesi devreye girer mi?
	Geri tepme oluﬂtu¤unda zincir freni beni her zaman korur mu?
	Kelebek kilidi
	Zincir tutucusu
	Sa¤ el koruyucusu
	Titreﬂimden aríndírma sistemi
	Stop dü¤mesi
	Susturucu

	Kesici gereçler
	Temel kurallar
	Kesme ekipmanları geri tepmeyi minimize edecek biçimde tasarlanmıﬂtır.
	Zinciri bileylemek ve tırmık açıklı¤ını ayarlamak
	Zincirin gerilimi 
	Kesici gereçlerin ya¤lanmasí

	Kílíç ve zincirin montají 
	Kílíç koruyucusunu takma

	Çalíﬂtírící
	Benzin 
	‹ki-strok ya¤í
	Karíﬂím
	Zincir ya¤í

	Yakít ikmali 
	Yakít güvenli¤i
	Taﬂıma ve saklama
	Uzun süreli saklama

	Çalíﬂtírma ve durdurma
	So¤uk motor
	Sícak motor
	Stop

	Kullanímdan önce: 
	Genel çalíﬂma açíklamalarí
	Temel güvenlik kurallarí
	Temel kurallar
	Temel kesim teknikleri
	A¤aç yíkma tekni¤i
	Kötü yíkílmíﬂ bir a¤ací gevﬂetme 

	Geri tepmeyi önleyici önlemler
	Geri tepme nedir?

	Genel
	Karbüratör ayarı
	Çalíﬂtírma
	Temel ayarlar ve sürüﬂ
	‹nce ayar
	Yakít tipinin de¤iﬂtirilmesi
	Koﬂullar
	Düﬂük devir vidasi L
	Boﬂta çalíﬂma ayarí T’nin son ayarí
	Yüksek devir vidasí H
	Düzgün ayarlanmíﬂ karbüratör

	Motorlu bíçkí makinesi güvenlik donanímínín kontrol, bakím ve servisi
	Geri tepmeyi önleyici zincir freni
	Kelebek kilidi 
	Zincir tutucusu 
	Sa¤ el koruyucusu 
	Titreﬂimden aríndírma sistemi 
	Stop dü¤mesi 

	Susturucu 
	Çalíﬂtírma arací
	Kírílmíﬂ ya da aﬂínmíﬂ bir çalíﬂtírma ipinin de¤iﬂtirilmesi 
	Geri döndürme yayínín gerginleﬂtirilmesi
	Kírílmíﬂ geri döndürme yayínín de¤iﬂtirilmesi 
	Çalíﬂtírma aracínín montají

	Hava filtresi 
	Buji 
	Yataklí bilyanín bakímí 
	Ya¤ pompasínín ayarí 
	So¤utucu sistem 
	Sentirfüjlü temizlik ”Air Injection”
	Kíﬂ kullanímí
	0° C veya daha düﬂük ísílarda 

	Arka sap ísísí
	Bakım ﬂeması
	Teknik bilgiler
	Önerilen kesme ekipmanı
	Düﬂük geri tepmeli testere zinciri
	Geri tepme ve kılavuz burun yarıçapı
	Pixel

	E¤eleme ekipmanı ve e¤eleme açıları
	Uygunluk konusunda AB deklarasyonu
	(Sadece Avrupa için geçerlidir)


	H1158478-62,543 XP, del 3.pdf
	Simboluri pe maäinã:
	Simboluri în instrucöiunile de utilizare:
	Conöinut
	Stimate client!
	Mãsuri luate înaintea folosirii unui ferãstrãu cu motor nou
	Important
	Procedaöi permanent conform raöionamentului de bun simö
	Echipament personal de protecöia muncii
	Echipamentul de siguranöã al maäinii
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	În cazul unui recul mâna mea va activa de fiecare datã frâna lanöului?
	În cazul apariöiei unui recul, activarea prin ineröie a frânei lanöului va funcöiona mereu?
	Frâna lanöului mã va proteja de vãtãmãri ori de câte ori apare reculul?
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie
	Opritorul de lanö
	Apãrãtorul de mâna dreaptã
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor
	Contactul de oprire
	Toba de eäapament

	Mecanismul de tãiere
	Reguli generale
	Echipament de tãiere proiectat pentru minimizarea reculului
	Ascuöirea lanöului äi reglarea diferenöei de nivel faöã de distanöier
	Tensionarea lanöului 
	Ungerea mecanismului de tãiere

	Montarea lamei de ghidaj äi a lanöului 
	Montajul ghearelor de sprijin

	Amestecul de combustibil
	Benzinã 
	Ulei pentru motoare în doi timpi
	Amestecul
	Ulei de lanö

	Alimentarea 
	Siguranöa manipulãrii combustibilului
	Transport äi depozitare
	Depozitarea pe termen lung

	Pornire äi oprire
	Motor rece
	Motor cald
	Oprire

	Înaintea fiecãrei folosiri: 
	Instrucöiuni generale de lucru
	Reguli de bazã de siguranöã
	Reguli generale
	Tehnica de bazã de tãiere
	Tehnica de doborâre a arborilor
	Manipularea arborelui care a cãzut greäit 

	Mãsuri de prevenire a reculului
	Ce este reculul?

	Generalitãöi
	Reglarea carburatorului
	Funcöionare
	Ajustarea de bazã äi rodajul
	Ajustare finã
	Schimbarea tipului de combustibil
	Condiöii
	Acul de turaöie joasã L
	Ajustarea finã a turaöiei de mers în gol T
	Acul de turaöie înaltã H
	Carburator ajustat corect

	Verificarea, întreöinerea, äi serviciul echipamentului de siguranöã al ferãstrãului cu motor
	Frâna de lanö cu maneta de frânã
	Clichetul de blocare a butonului de acceleraöie 
	Opritorul de lanö 
	Apãrãtorul de mâna dreaptã 
	Sistemul de amortizare a vibraöiilor 
	Contactul de oprire 

	Toba de eäapament 
	Demarorul
	Schimbarea änurului de demaraj rupt sau uzat 
	Tensionarea resortului de readucere
	Schimbarea resortului de readucere rupt 
	Montarea demarorului

	Filtrul de aer 
	Bujia 
	Ungerea rulmentului cu ace 
	Reglarea pompei de ulei 
	Sistemul de rãcire 
	Curãöirea centrifugalã a aerului ”Air Injection”
	Folosirea în timpul iernii
	Temperaturi de 0°C sau mai scãzute 

	Mânerele cu preîncãlzitor
	Planificarea întreöinerii
	Date tehnice
	Echipament de tãiere recomandat
	Lanö de fierãstrãu cu recul redus
	Recul äi raza vârfului barei de ghidare
	Pixel

	Echipamentele de ascuöire äi unghiuri de ascuöire
	Declaratie de conformitate EC
	(Valabil doar în Europa)


	1158478-93, del 4.pdf
	™‡ÌßÔÏ· ð¿Óˆ ÛÙÔ ÌË¯¿ÓËÌ·:
	™‡ÌßÔÏ· ÛÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜:
	¶ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ·
	°Á·ðËÙ¤ ðÂÏ¿ÙË!
	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ðÚÈﬁÓÈ
	™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ
	ÃÚËÛÈÌÔðÔÈÂ›ÙÂ ð¿ÓÙÔÙÂ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈÎ‹
	°ÙÔÌÈÎﬁ˜ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÌË¯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	£· ÌðÔÚÂ› ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÂ ÎÏˆÙÛ‹Ì·Ù·;
	£· ÂÓÂÚÁÔðÔÈÂ›Ù·È ð¿ÓÙÔÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ﬁÙ·Ó Ï·Ìß¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÎÏÒÙÛËÌ·;
	£· ÌÂ ðÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ð¿ÓÙÔÙÂ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ðﬁ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ ÛÂ ðÂÚ›ðÙˆÛË ðÔ˘ Û˘ÌßÂ› ÎÏÒÙÛËÌ·;
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð
	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜

	ºÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	KÔðÙÈÎﬁ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ðÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·
	ÆÚﬁ¯ÈÛÌ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ß¿ıÔ˘˜ ÎÔð‹˜ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜
	Æ¤ÓÙˆÌ· ·Ï˘Û›‰·˜ 
	§¿‰ˆÌ· ÎÔðÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡

	MÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ 
	ÆÔðÔı¤ÙËÛË Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·

	M›ÁÌ· Î·˘Û›ÌÔ˘
	µÂÓ˙›ÓË 
	§¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÂ˜
	°Ó¿ÌÈÍË
	§¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜

	°¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·˘Û›ÌˆÓ
	ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·ðÔı‹ÎÂ˘ÛË
	º‡Ï·ÍË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚÎÂ›·˜

	.ÂÎ›ÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ·
	ºÚ‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	·ÂÛÙﬁ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
	™Ù·Ì¿ÙËÌ·

	¶ÚÈÓ ·ðﬁ ÔðÔÈ·‰‹ðÔÙÂ ¯Ú‹ÛË: 
	°ÂÓÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
	µ·ÛÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜
	µ·ÛÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ðÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÔð‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ
	°ðÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ ðÔ˘ ¤ðÂÛÂ ·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ¿ 

	¶Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ðÚﬁÏË„Ë˜ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ÆÈ Â›Ó·È ÎÏÒÙÛËÌ·;

	°ÂÓÈÎ¿
	ƒ‡ıÌÈÛË Î·ÚÌðÈÚ·Ù¤Ú
	§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
	µ·ÛÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÛÙÚÒÛÈÌÔ
	ƒ‡ıÌÈÛË ·ÎÚ›ßÂÈ·˜
	°ÏÏ·Á‹ Â›‰Ô˘˜ Î·˘Û›ÌÔ˘
	¶ÚÔ¸ðÔı¤ÛÂÈ˜
	µÂÏﬁÓ· ¯·ÌËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ L
	ÆÂÏÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› Æ
	µÂÏﬁÓ· ˘„ËÏÒÓ ÛÙÚÔÊÒÓ ¸
	™ˆÛÙ¿ Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ Î·ÚÌð˘Ú·Ù¤Ú

	¶ÏÂÁ¯Ô˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßÈ˜ ÙÔ˘ ðÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔðÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔðÚ›ÔÓÔ˘
	ºÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ðÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÎ·˙ÈÔ‡ 
	°ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ 
	¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· ·ðﬁÛßÂÛË˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ 
	¢È·ÎﬁðÙË˜ ™ÙÔð 

	™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ 
	MË¯·ÓÈÛÌﬁ˜ ÂÎÎ›ÓËÛË˜
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ‹ Êı·ÚÌ¤ÓÔ˘ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ 
	Æ¤ÓÙˆÌ· ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘
	°ÏÏ·Á‹ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘ 
	™˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÎ›ÓËÛË˜

	º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· 
	MðÔ˘˙› 
	§›ð·ÓÛË ßÂÏÔÓÔÂÈ‰Ô‡˜ ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó 
	ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ 
	™‡ÛÙËÌ· „‡ÍË˜ 
	º˘ÁoÎÂÓÙÚÈÎﬁ˜ Î·ı·ÚÈÛÌﬁ˜ ”Air Injection”
	ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË
	£ÚÌÔÎÚ·Û›· 0°C ‹ ¯·ÌËÏﬁÙÚË 

	£ÂÚÌ·ÈÓﬁÌÂÓÂ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß¤˜
	¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
	ÆÂ¯ÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
	¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÔ˜ ÂÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ÎÔð‹˜
	°Ï˘Û›‰· ðÚÈÔÓÈÔ‡ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÏˆÙÛ‹Ì·ÙÔ˜
	ºÏÒÙÛËÌ· Î·È ·ÎÙ›Ó· Ì‡ÙË˜ Ï¿Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡
	Pixel

	¶ÍÔðÏÈÛÌﬁ˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
	¶K-µÂß·›ˆÛË Û˘ÌÊˆÓ›·˜
	(¹Û¯‡ÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ¶˘ÚÒðË)


	H1158478-56,543 XP, del 5.pdf
	ìÒÎÓ‚Ì˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ:
	ëËÏ‚ÓÎ˚ ‚ ËÌÒÚðÛÍˆËË:
	ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸!
	ÑÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔðÂ‰ÔðËÌﬂÚ¸ ÔÂðÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÓÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚ 
	Ç‡ÊÌ‡ﬂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËﬂ
	ÇÒÂ„‰‡ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÈÚÂÒ¸ Á‰ð‡‚˚Ï ÒÏ˚ÒÎÓÏ
	ëðÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ ÓÔÂð‡ÚÓð‡
	ìÒÚðÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ÎË ÏÓﬂ ðÛÍ‡ ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	èðÓËÒıÓ‰ËÚ ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÓðÏÓÁ‡ ˆÂÔË ËÌÂðˆËÂÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	Ç ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÎË ÚÓðÏÓÁ ˆÂÔË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÏÂÌﬂ ÓÚ Úð‡‚Ï˚ ÔðË ÓÚ‰‡˜Â?
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸

	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	á‡Ú‡˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÒÌËÊÂÌËÂ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ ÔËÎ¸ÌÓÈ ˆÂÔË.
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ˆÂÔË 
	ëÏ‡ÁÍ‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡ð‡Ú‡

	èÓðﬂ‰ÓÍ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡ Ë ˆÂÔË 
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÁÛ·˜‡ÚÓ„Ó ÛÔÓð‡

	íÓÔÎË‚Ó
	çÂ˝ÚËÎËðÓ‚‡ÌÌ˚È ·ÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ ‰Îﬂ ‰‚ÛıÚ‡ÍÚÌ˚ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
	ëÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂ
	ñÂÔÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ

	á‡Ôð‡‚Í‡ ÚÓÔÎË‚ÓÏ 
	èð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔðË Á‡Ôð‡‚ÍÂ 
	íð‡ÌÒÔÓðÚËðÓ‚Í‡ Ë ıð‡ÌÂÌËÂ
	ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ıð‡ÌÂÌËÂ

	á‡ÔÛÒÍ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
	ïÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	íÂÔÎ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
	éÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

	èÂðÂ‰ Í‡Ê‰˚Ï ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ: 
	é·˘ËÂ ð‡·Ó˜ËÂ ËÌÒÚðÛÍˆËË
	éÒÌÓ‚Ì˚Â Ôð‡‚ËÎ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
	é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ ÔËÎÂÌËﬂ
	íÂıÌËÍ‡ ‚‡ÎÍË ‰Âð¸Â‚¸Â‚
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÔð‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂðÂ‚‡ 

	ä‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ‰‡˜Ë 
	óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÓÚ‰‡˜‡?

	é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Í‡ð·˛ð‡ÚÓð‡
	ä‡ð·˛ð‡ÚÓð Ò Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎÂÏ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 
	ê‡·ÓÚ‡
	ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ Ë Ó·Í‡ÚÍ‡
	íÓ˜Ì‡ﬂ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	àÁÏÂÌÂÌËÂ ÚËÔ‡ ÚÓÔÎË‚‡
	ìÒÎÓ‚Ëﬂ
	ÜËÍÎÂð ã
	íÓ˜Ì‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó·ÓðÓÚÓ‚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡ í
	ÜËÍÎÂð ç
	èð‡‚ËÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÚðÓÂÌÌ˚È Í‡ð·˛ð‡ÚÓð

	éÒÏÓÚð, ÛıÓ‰ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÔðËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ ÏÓÚÓðÌÓÈ ÔËÎ˚
	íÓðÏÓÁ ˆÂÔË Ë ðÛÍÓﬂÚÍ‡ Óıð‡Ì˚ ÔðÓÚË‚ ÓÚ‰‡˜Â
	ê˚˜‡„ ·ÎÓÍËðÓ‚ÍË ÍÛðÍ‡ „‡Á‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ¸ ˆÂÔË 
	á‡˘ËÚ‡ ‰Îﬂ Ôð‡‚ÓÈ ðÛÍË 
	ëËÒÚÂÏ‡ „‡¯ÂÌËﬂ ‚Ë·ð‡ˆËË 
	Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ 

	ÉÎÛ¯ËÚÂÎ¸ 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌ‡ ÔÓ‚ðÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ËÁÌÓ¯ÂÌÌÓ„Ó ¯ÌÛð‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	ç‡ÚﬂÊÂÌËÂ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚
	á‡ÏÂÌ‡ ÒÎÓÏ‡ÌÌÓÈ ‚ÓÁ‚ð‡ÚÌÓÈ ÔðÛÊËÌ˚ 
	ë·ÓðÍ‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	ÇÓÁ‰Û¯Ì˚È ÙËÎ¸Úð 
	ë‚Â˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËﬂ 
	ëÏ‡ÁÍ‡ Ë„ÓÎ¸˜‡ÚÓ„Ó ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ï‡ÒÎﬂÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ 
	ëËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌ‡ﬂ Ó˜ËÒÚÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ”ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ”
	ê‡·ÓÚ‡ ‚ ÁËÏÌËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðË 0ºñ ËÎË ÌËÊÂ 

	êÛ˜ÍË Ò ÔÓ‰Ó„ðÂ‚ÓÏ
	Éð‡ÙËÍ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
	êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓÂ ðÂÊÛ˘ÂÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
	èËÎ‡ ˆÂÔË Ò ÔÓÌËÊÂÌÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ
	éÚ‰‡˜‡ Ë ð‡‰ËÛÒ Á‡ÍðÛ„Îﬂ˛˘ÂÈ ‚Âð¯ËÌ˚ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ ¯ËÌ˚
	Pixel

	é·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îﬂ Á‡ÚÓ˜ÍË Ë Û„Î˚ Á‡ÚÓ˜ÍË
	ÑÖäãÄêÄñàü ëééíÇÖíëíÇàü Öë
	(íÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ Ö‚ðÓÔ˚)
	141400, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î., „. ïËÏÍË, ÛÎ. ãÂÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡ﬂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 39, ÒÚðÓÂÌËÂ 6, Á‰‡ÌËÂ II, ˝Ú‡Ê 4, 8-800-200-1689 

	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡:
	ìÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ‚ ð˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚÓÚÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËﬂ:
	ë˙‰˙ðÊ‡ÌËÂ
	ì‚‡Ê‡ÂÏË ÔÓÚðÂ·ËÚÂÎ˛!
	çÂÓ·ıÓ‰ÓÏË ÏÂðÍË ÔðÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ‚ÂðËÊÂÌ ÚðËÓÌ
	á‡ÔÓÏÌÂÚÂ
	ÇËÌ‡„Ë ÒÂ ÓÒÎ‡ÌﬂÈÚÂ Ì‡ Á‰ð‡‚Ëﬂ ÒÏËÒ˙Î
	ãË˜Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ÂÍËÔËðÓ‚Í‡
	á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	Ç ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú ð˙Í‡Ú‡ ÏË ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡?
	ôÂ ÛÒÔﬂ‚‡ ÎË ‚ËÌ‡„Ë ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÂðˆËﬂ ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÒÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Ú?
	ëÔËð‡˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ ‚ËÌ‡„Ë ÎË ˘Â ÏÂ ÔðÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ Ì‡ð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ ‡ÍÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚÍ‡Ú?
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ
	ÄÛÒÔÛı

	êÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	êÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Â ÍÓÌÒÚðÛËð‡ÌÓ Ò ˆÂÎ ÏËÌËÏËÁËð‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÍ‡Ú‡
	á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚðËÓÌ‡ Ë ðÂ„ÛÎËð‡ÌÂ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎﬂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
	ç‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	ëÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ðÂÊÂ˘ÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ

	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ‡ÏÓðÚËÁ‡ÚÓð

	ÉÓðË‚Ì‡ ÒÏÂÒ
	ÅÂÌÁËÌ 
	å‡ÒÎÓ Á‡ ‰‚ÛÚ‡ÍÚÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	èðË„ÓÚ‚ﬂÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡
	ÇÂðËÊÌÓ Ï‡ÒÎÓ

	á‡ðÂÊ‰‡ÌÂ Ò „ÓðË‚Ó 
	ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔðË ·Óð‡‚ÂÌÂ Ò „ÓðË‚Ó
	íð‡ÌÒÔÓðÚ Ë Ò˙ıð‡ÌÂÌËÂ
	èðÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ıð‡Ìﬂ‚‡ÌÂ

	ëÚ‡ðÚËð‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
	ëÚÛ‰ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	á‡„ðﬂÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
	àÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ

	èðÂ‰Ë ‚ÒﬂÍ‡ ÛÔÓÚðÂ·‡: 
	éÒÌÓ‚ÌË ÛÍ‡Á‡ÌËﬂ Á‡ ð‡·ÓÚ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
	éÒÌÓ‚ÌË Ôð‡‚ËÎ‡
	éÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌË Ì‡ ðﬂÁ‡ÌÂ
	íÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚‡ÎﬂÌÂ Ì‡ ‰˙ð‚ÂÚ‡
	éÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔð‡‚ËÎÌÓ Ô‡‰Ì‡ÎÓ ‰˙ð‚Ó 

	åÂðÍË Á‡ ËÁ·ﬂ„‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ð‡ÚÂÌ ÚÎ‡Ò˙Í
	ä‡Í‚Ó ÔðÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ‚‡ Ó·ð‡ÚÌËﬂÚ ÚÎ‡Ò˙Í?

	éÒÌÓ‚ÌË ÔðËÌˆËÔË
	êÂ„ÛÎËð‡ÌÂ Ì‡ Í‡ð·Ûð‡ÚÓð
	ê‡·ÓÚ‡
	Å‡ÁÓ‚‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ë ð‡Áð‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
	íÓ˜Ì‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡
	ëÏﬂÌ‡ Ì‡ ÚËÔ‡ Ì‡ „ÓðË‚ÓÚÓ
	èðÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË
	ÇËÌÚ Ì‡ ÌËÒÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ã
	éÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡ ðÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ôð‡ÁÌËﬂ ıÓ‰ í
	ÇËÌÚ Á‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓðÓÚË ç
	èð‡‚ËÎÌÓ ðÂ„ÛÎËð‡Ì Í‡ð·Ûð‡ÚÓð

	èðÂ„ÎÂ‰, ÔÓ‰‰ð˙ÊÍ‡ Ë ÒÂð‚ËÁ Ì‡ Á‡˘ËÚÌÓÚÓ Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂðËÊÌËﬂ ÚðËÓÌ
	ÇÂðËÊÌ‡ ÒÔËð‡˜Í‡ Ë ‡‚‡ðËÂÌ ÎÓÒÚ
	îËÍÒ‡ÚÓð Ì‡ ‰ðÓÒÂÎÌ‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡ 
	ìÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ‚ÂðË„‡Ú‡ 
	èðÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ Á‡ ‰ﬂÒÌ‡Ú‡ ð˙Í‡ 
	ÄÌÚË‚Ë·ð‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	äÎ˛˜ ÒÚÓÔ 

	ÄÛÒÔÛı 
	ëÚ‡ðÚÂð
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ ÒÍ˙Ò‡ÌÓ ËÎË ËÁÌÓÒÂÌÓ ‚˙ÊÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡ 
	á‡Úﬂ„‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡Ú‡ ÔðÛÊËÌ‡
	á‡ÏÂÌﬂÌÂ Ì‡ Ò˜ÛÔÂÌ‡ ‚˙Á‚ð‡ÚÌ‡ ÔðÛÊËÌ‡ 
	åÓÌÚËð‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ðÚÂð‡

	Ç˙Á‰Û¯ÂÌ ÙËÎÚ˙ð 
	á‡Ô‡ÎËÚÂÎÌ‡ Ò‚Â˘ 
	é·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ë„ÎÂÌËﬂ Î‡„Âð 
	êÂ„ÛÎËðÓ‚Í‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌ‡ ÔÓÏÔ‡ 
	éıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ 
	ñÂÌÚðÓ·ÂÊÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ "ÄËð àÌÈÂˆÚËÓÌ"
	ê‡·ÓÚ‡ ÔðÂÁ ÁËÏ‡Ú‡
	íÂÏÔÂð‡ÚÛð‡ 0Óë ËÎË ÔÓ-ÌËÒÍ‡ 

	á‡„ðﬂ‚‡ÌË ‰ð˙ÊÍË
	íÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
	íÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍË
	èðÂÔÓð˙˜ËÚÂÎÌÓ ðÂÊÂ˘Ó Ó·ÓðÛ‰‚‡ÌÂ
	åÓÚÓðÂÌ ÚðËÓÌ Ò Ì‡Ï‡ÎÂÌ ÓÚÍ‡Ú
	éÚÍ‡Ú Ë ð‡‰ËÛÒ Ì‡ ‚˙ðı‡ Ì‡ Ì‡Ôð‡‚Îﬂ‚‡˘‡Ú‡ ¯ËÌ‡
	Pixel

	àÌÒÚðÛÏÂÌÚË Á‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ Ë ˙„ÎË Ì‡ Á‡ÚÓ˜‚‡ÌÂ
	Öé-Û‚ÂðÂÌËÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
	(Ç‡ÎË‰ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ð‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ö‚ðÓÔ‡)






