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近年, 世界中で CubeSat といわれる衛星の開発が盛んに行われている. CubeSat は低コス

トで開発可能であることが一つの利点であり, この利点を生かして大学機関や民間企業でも

宇宙分野への参入がしやすい状況となっている. 一方で衛星打ち上げ後の運用に必要な地上

局の構成にかかるコストは, 特に高周波帯用のものとなると非常に高くなる.  本研究では, 

この地上局の構成コストに注目をし, ソフトフェア無線機を用いること, 地上局のアンテナ

や衛星追跡装置など, 一部の設備を自作し構成することで大幅に低コスト化を行った, また

持ち運び可能な構成とし, 移動局として柔軟な運用が可能となるように構成を行った.   

受信機システムやアンテナ, 衛星追跡装置の自作, 一部性能検証を行い, 構成にかかる全体

のコスト, 移動局としての利便性, 地上局全体としての性能の検討を行った.  
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In recent years, the development of satellites called CubeSat has been actively promoted all 

over the world. One of the advantages of CubeSat is that it can be developed at low cost, which 

makes it easy for universities and private companies to enter the space field. On the other 

hand, the cost of ground stations required for satellite operation is very high, especially for 

high-frequency bands. In addition, the ground station is designed to be portable and to allow 

flexible operation as a mobile station.  

The receiver system, antenna, and satellite tracking system were made by hand, and their 

partial performance was verified. The overall cost of the configuration, convenience as a 

mobile station, and overall performance of the ground station were considered. 
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