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Stars-AOの1st Pathを受信しよう！
～お手軽受信方法指南～
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1st Pathとは？

ロケット打ち上げ+衛星分離後、その分離された
衛星が、一番最初に「現在自分(受信者)のいる
場所」の「上空」を通過するルート

今回は、受信者は日本(静岡大学)にいるものとして、
説明してあります。

そのため、他の場所で受信する場合は、下記のように時間を
ずらしてください

札幌の場合は、2分前

東京の場合は、1分前

大阪の場合は、1分後

福岡の場合は、2分後

なぜ受信するのか？

衛星プロジェクトへ申請することにより、アワード受賞
や受信協力者としてHP掲載などされる
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Stars-AO 1st Path:申請内容

受信協力者掲載先

http://stars-ao.info/

メールにて

送信先
starsao(at)siprop.org

件名
Stars-AOの1st Path受
信

公開可能な名前
ハンドルネームやコー
ルサインなど

本名は不要です

受信地点
大体の地名

できれば、グリッドロ
ケータ、または緯度
経度

受信時刻
だいたいの時刻でOK

受信内容
コールサイン以外のテ
レメトリーなども受信出
来たら申請してください
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超小型衛星プロジェクト：Stars-AO

静岡大学：能見研究室

衛星概要
1U

天体撮影

高速通信

打ち上げ
2018/10/29 13:08

HII-Aロケット

600km軌道

無線情報
コールサイン:JJ2YSY

CW:437.35MHz

HP
http://stars-ao.info/

1st Path(静岡大学基
準)

AOS（見え始め）
時間：10/29 14:47

方角：北北西(331.0度)

MaxEL（中間・頂点）
時間:10/29 14:50

方角:北西(295.0度)

LOS(見え終わり)
時間:10/29 14:53

方角:西(264.6度)

高さの角度（仰角）
地平線に対しほぼ水平

最大：4.7度
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何を衛星から受信するのか？
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何を衛星から受信するのか？

CW(モールス信号)を受信する

内容は、コールサイン+テレメトリーである

コールサインとは？
電波の発信元を一意に決定するためのID

Stars-AOのコールサイン：JJ2YSY

テレメトリーとは？
衛星の現在の状態

フォーマット

http://stars-ao.info/

1st Pathにおいては、「コールサイン」のみ受信で
きれば成功といえる！！！

Stars-AOプロジェクト基準
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CW(モールス信号)の聞こえ方

JJ2YSYの場合

J= .---

2= ..---

Y= -.—

S= ...

␣= 一拍(「.(とん)」分)の無音

聞こえ方
.---␣.---␣..---␣-.--␣...␣-.—

とんつーつーつー␣とんつーつーつー␣とんとんつーつー
つー␣つーとんつーつー␣とんとんとん␣つーとんつーつー

http://tootone.net/
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一般的な衛星無線設備
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一般的な衛星無線設備

『受信のみ』最低構成

アマチュア無線機：15万円

安定化電源：1万円

TNC(モデム)：2万円

プリアンプ：2万円

クロス八木アンテナ：3万円

合計：23万円

オプション
ローテーター

水平角

仰角

サテライトトラッカー

合計：約20万円

静岡大のSTARS用地上局
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最低限の装備のみで対応する

低価格に抑える
1万円前後で買える

入手性が良い物
Amazonで購入できる
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ケチケチセット（約7000円）
※受信できない可能性高し。とりあえず体験したい人向け
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設備：SDR（無線機）

固定リンク: http://amzn.asia/3UC27W8
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設備：アンテナ（ロッドアンテナ）

固定リンク: http://amzn.asia/5QqaVSN
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設備：プリアンプ(LNA)

固定リンク: http://amzn.asia/cv99WMW
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設備：プリアンプ用電源(5V->12V)

固定リンク: http://amzn.asia/d/5uyOzvZ
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設備：ケーブル(アンテナ-プリアンプ間)

固定リンク: http://amzn.asia/9Crd3vH
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設備：ケーブル(SDR-プリアンプ間)

固定リンク: http://amzn.asia/gqdZ45W



©SIProp Project, 2006-2018 19

※はんだ付けができない方へ

はんだごてをお持ちでない方やお子様など、LNA
へのはんだ処理が出来ない場合

下記の組み合わせによりはんだ不要で接続可能です
+ドライバーとつま楊枝など先のとがったものが必要です

固定リンク: http://amzn.asia/d/4PrpT3A http://amzn.asia/d/eK0OPM3
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設備一式の接続方法

プリアンプに電源を接続する(無半田法)

はんだ付けできる人ははんだ付けで構いません

機材

プリアンプ用電源、アダプタソケット、スルーホールワ
イヤ、プリアンプ
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設備一式の接続方法

スルーホールワイヤの加工

プリアンプの穴が大きいため、スルーホールワイヤの
先の金具を広げます。

利用するケーブルは、 赤と黒を推奨します。

眼鏡用の-ドライバを使うとやりやすいです
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設備一式の接続方法

プリアンプとスルーホールワイヤの接続

赤いケーブル→VCC

黒いケーブル→GND
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設備一式の接続方法

スルーホールワイヤーとアダプタソケットの接続

赤いケーブル(VCC)→＋

黒いケーブル(GND)→ー
ネジでしっかり止めてください
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設備一式の接続方法

電源接続図
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設備一式の接続方法

アンテナとプリアンプとSDRの接続

アンテナ - (RFin)プリアンプ(RFout) - SDR – PC(USB)
プリアンプ用電源もPC（USB）に接続します
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問題点

RTL-SDRは発熱により周波数がずれる

長時間受信時は冷却が必要

アマチュア無線帯が飽和している

アマチュア無線家が多数いる

違法無線を使っている人がいる

太陽光パネルやLED照明の漏れ電波が多数出ている

→これらにより、LNAが飽和して、受信できなくなる

これらの問題点を解決した設備が次に紹介する
設備一式となる
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おすすめセット(約12000円)
※受信できる可能性大
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おすすめ設備：SDR(温度補償付き)

固定リンク: http://amzn.asia/aCffUf2

個人輸入するならば、 $21.95USDで購入可能

http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
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おすすめ設備：アンテナ（八木アンテナ）

固定リンク: http://amzn.asia/d/3GqATAG
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おすすめ設備：プリアンプ(LNA)

固定リンク: http://amzn.asia/cv99WMW
個人輸入するならば「RTL-SDR Blog Wideband LNA」がおすすめ

http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
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設備：プリアンプ用電源(5V->12V)

固定リンク: http://amzn.asia/d/5uyOzvZ

「RTL-SDR Blog Wideband LNA」を購入する場合は不要
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設備：ケーブル(アンテナ-プリアンプ間)

不要

アンテナに付属している
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設備：ケーブル(SDR-プリアンプ間)

固定リンク: http://amzn.asia/d/6Q0YhUP
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※はんだ付けができない方へ

はんだごてをお持ちでない方やお子様など、LNA
へのはんだ処理が出来ない場合

下記の組み合わせによりはんだ不要で接続可能です
+ドライバーとつま楊枝など先のとがったものが必要です

固定リンク: http://amzn.asia/d/4PrpT3A http://amzn.asia/d/eK0OPM3



©SIProp Project, 2006-2018 35

RTL-SDR Blog Wideband LNAを有効に
する

「RTL-SDR Blog Wideband LNA」は、購入した状
態のRTL-SDRでは使えません

設定変更する必要があります。

手順

１、設定変更用ソフトウェアをダウンロードする
https://github.com/rtlsdrblog/rtl-
sdr/releases/download/v1.1/bt_driver.zip

２、ダウンロードしたZIPファイルを解凍する

３、RTL-SDRをPCに接続する

４、「 bias_tee_on.bat 」を実行する
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この設備特徴

温度補償付き水晶を使ったSDR

これにより、多少発熱しても周波数がずれない

指向性アンテナを利用している

利点
受信できる電波を向きによって制限できるため、LNA飽和問
題を解決できる

欠点
衛星の動きに合わせて、アンテナを動かさないといけない

ケチケチセットのロッドアンテナは無指向性のため、たててあれ
ばどのような条件でも構わない
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設備一式の接続方法

ケチケチセットと同じです

アンテナとプリアンプとSDRの接続
アンテナ - (RFin)プリアンプ(RFout) - SDR – PC(USB)

プリアンプ用電源もPC（USB）に接続します
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パソコンを使いたくない人向け

SDR+PCの代りに「DJ-X11」を利用してください

利用方法
アンテナとLNA（+電源）とケーブルを接続してください

CWモードで受信してください

欠点
録音できないため、後で聞きなおしたりできません

固定リンク：http://amzn.asia/d/bwjasE2
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受信用ソフトのセットアップ
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ターゲットソフト

SDR-Radio V3

http://sdr-radio.com/

対応環境

Windows 7 or higher (32bit & 64bit)
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SDR-Radioのダウンロード方法
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ダウンロード方法 1/3

SDR-Radioのサイトの下記の場所をクリックする

Version3 -> Getting Started -> Downloads
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ダウンロード方法 2/3

使用するWindows用のも
のをダウンロードする

32bit or 64bit

例は、「Google」とする
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ダウンロード方法 3/3

右図のような
画面が表示さ
れるため［ダウ
ンロード］ボタ
ンをクリックす
る

2回表示される
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SDR-Radioのインストール方法
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インストール方法 1/2

ダウンロードしたファイルを実行する

その後は、デフォルトのまま［Next>］をクリックする
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インストール方法 2/2

VC++のランタイムがインストールされていない場
合、下記のようなダイアログが表示される

［OK］をクリックして、インストールを行う
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SDR-Radioのドライバセットアップ方法
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ドライバセットアップ方法 1/4

1. RTL-SDRをUSB端子に接続する

2. SDR-Radioを起動する

1. スタートメニュー -> SDR-Radion.com(V3) -> Console

3. 初回起動時orドライバ未セットアップ時は下記の
ダイアログが表示される

1. [Definitions]をクリックする

1. RTL-SDRをUSB端子に接続する

2. SDR-Radioを起動する

1. スタートメニュー -> SDR-Radion.com(V3) -> Console

3. 初回起動時orドライバ未セットアップ時は下記の
ダイアログが表示される

1. [Definitions]をクリックする
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ドライバセットアップ方法 2/4

ドライバ認識画面が表示されるので、RTL-SDR
を検索する

Search -> RTL Dongle
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ドライバセットアップ方法 3/4

自動で認識され、下記のダイアログが表示され
る

[Add]をクリックする
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ドライバセットアップ方法 4/4

ドライバ認識画面に[RTL Dongle]が表示される

[Enable]にチェックを入れて、[OK]をクリックする

以上で、ドライバのセットアップは終了です
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SDR-Radioのドライバセットアップ方法

Zadig編



©SIProp Project, 2006-2018 54

Zadigドライバセットアップ方法 1/6

状況により、ドライバの自動認識が出来ない場
合がある

下記のダイアログが表示される

この場合、Zadigというソフトウェアをインストールする



©SIProp Project, 2006-2018 55

Zadigドライバセットアップ方法 2/6

Zadig

http://zadig.akeo.ie/

上記サイトより、
Zadigをダウンロード
する
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Zadigドライバセットアップ方法 3/6

ダウンロードしたファイルを実行すると、下記の
画面が表示される
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Zadigドライバセットアップ方法 4/6

RTL-SDRが表示されるように設定を変更する

[Options] -> [List All Devices]にチェックを入れる
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Zadigドライバセットアップ方法 5/6

ドライバをインストールする

デバイス： [Bulk-In, Interface(Interface0)]
Interface1もあるがInterface0だけでよい

Driver: [WinUSB(v6.x.xxxx.xxxxx)]

として、[Install Driver]をクリックする

以上で、ドライバのインストールは終了です
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Zadigドライバセットアップ方法 6/6

SDR-Radioで、再度RTL-SDRを検索する

Search -> RTL Dongle



©SIProp Project, 2006-2018 60

SDR-Radioの起動方法
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SDR-Radioの起動方法 1/2

SDR-Radioの起動時には、ドライバ選択画面が
表示される

[RTL Dongle]を選択して、[Start]をクリックする



©SIProp Project, 2006-2018 62

SDR-Radioの起動方法 2/2

SDR-Radio + RTL-SDRの起動に成功すると、下
記のような画面が表示され、スピーカーから受信
音（雑音）が聞こえる
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SDR-Radioの設定方法

周波数と変調方式を設定する
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周波数の設定

Stars-AOの周波数

437.350.000 Hz
赤丸部分の数字をクリックすると増減される

数字上部(増加)、数字下部（減少）
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変調方式の設定

Stars-AOの変調方式

CW(モールス信号)
赤丸部分の「CW-U」をクリックして選択する

「CW-L」でも構いません
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ドップラーシフト

衛星は高速(8km/秒)で移動しているため、電波
に対してドップラーシフトがかかる

下記のように斜めに受信周波数が移動していく

ドップラーシフト
により斜めに
なっている
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帯域幅を増やす 1/4

ドップラーシフト分ごと受信してしまえば、移動し
ても問題ないため、受信する帯域幅を増やす

[Filter] -> [・・・] をクリックする
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帯域幅を増やす 2/4

Filter Definitions:CW画面が表示される

[Add]をクリックする
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帯域幅を増やす 3/4

Filter group:CW画面が表示される

[Title] に 「200kHz」を入力する

[Width] に 「200000」を入力する

[Center] に 「100000」を入力する

を、入力した後、[OK]をクリックする
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帯域幅を増やす 4/4

メイン画面に戻る

[Filter] -> [200kHz]をクリックする

下記のように、赤い部分の幅(面積)が広がる
もし、表示されない場合は右上にある[▶|◀]をクリックする
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以上で、受信の準備が完了です！
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受信方法
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受信の準備

屋外でのみ受信可能です

衛星の通過時間に合わせて、屋外で待機してください

今回の仰角が地平線・水平線に対し水平に近いため、
ビルの屋上など高いところでの受信をお勧めします

アンテナは衛星の現在位置に合わせて動かす
必要があります

アンテナを手に持って、衛星の方向に向けてください

録音も可能です

リアルタイムでCW(モールス信号)を聞き取り・解読す
る自信のない方は4ページ後の「受信したCW(モール
ス信号)を録音する」を参照してください
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受信の仕方：アンテナの向き

ロッドアンテナの場合

衛星に対して垂直

八木アンテナの場合

衛星に対して水平
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Path（衛星の通り道）

衛星が見える時間は「6分間」

だいたいの方角に合わせてアンテナをちょっとず
つ動かしながら向けてください！！！

AOS（見え始め）
時間：10/29 14:47

方角：北北西(331度)

MaxEL（中間・頂点）
時間:10/29 14:50

方角:北西(295度)

LOS(見え終わり)
時間:10/29 14:53

方角:西(264度)

高さの角度（仰角）
地平線に対して5度
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時間のずれの修正

今回は、受信者は日本(静岡大学)にいるものとし
て、説明してあります。

そのため、他の場所で受信する場合は、下記のように
時間をずらしてください

札幌の場合は、2分前

見え始め：14:45

東京の場合は、1分前

見え始め：14:46

大阪の場合は、1分後

見え始め：14:48

福岡の場合は、2分後

見え始め：14:49



©SIProp Project, 2006-2018 77

受信のコツ:聞こえない場合の対処法

CW(モールス信号)はずっと出ているわけではな
い

超小型衛星は電力事情が厳しいため、断続的にしか
CWを出していません

一回出力した後、数十秒の空白があります

八木アンテナは衛星のほうを向いていないとだ
め

今回利用している電波の性質的に「10度」のズレまで
が許容範囲

八木アンテナを左右にいろいろと動かしてみましょう

ロッドアンテナは無指向性なので360度どの方向でもOKです
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Stars-AOのコールサイン

「JJ2YSY」

のCW(モールス信号)が聞き取れれば、
受信成功である

※Stars-AOプロジェクト基準
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Stars-AO 1st Path:申請内容

受信協力者掲載先

http://stars-ao.info/

メールにて

送信先
starsao(at)siprop.org

件名
Stars-AOの1st Path受
信

公開可能な名前
ハンドルネームやコー
ルサインなど

本名は不要です

受信地点
大体の地名

できれば、グリッドロ
ケータ、または緯度
経度

受信時刻
だいたいの時刻でOK

受信内容
コールサイン以外のテ
レメトリーなども受信出
来たら申請してください
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SDR-Radioの設定方法

受信したCW(モースル信号)を録音する
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受信したCW(モースル信号)を録音する

受信したCWを録音することで、後で聞きなおすこ
とができます。

[Rec/Playback]タブをクリックする

[Record]ボタンをクリックする
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受信したCW(モースル信号)を録音する

[Start Recording]画
面が表示される

[Folder]に保存したい
先のフォルダを入力
する

[Samples]の[32bit]を
選択する

[Start]ボタンを押すと
録音がスタートする

注意点

今回のPathの7分間
で約7GBになります
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録音には成功したけど、CWが聞き取れ
なかった場合
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SDR-Radioの設定方法

録音したCW(モースル信号)を再生する
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録音したCW(モースル信号)を再生する 1/3

SDR-Radio画面を開いて、録音データを再生する

[Rec/Playback]タブ -> [Data::Playback] -> [Open]をク
リックする
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録音したCW(モースル信号)を再生する 2/3

左のダイアログが表示される

[Folder] -> [Browse]に保存先のディレクトを入力する

下部リストに一覧が表示されるので、再生したいデー
タをクリックする

[Play]ボタンを押す
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録音したCW(モースル信号)を再生する 3/3

SDR-Radio画面に切り替わり、録音データが再
生される

ストップ・リピートなどは、[Data::Playback]で行う
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受信したCW(モースル信号)を解析する
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受信したCW(モースル信号)の解析 1/7

DigitalSoundCWを用いて解析する

本ソフトウェアは、マイク(音声)入力を解析して、モー
ルス信号に変換してくれる

http://www.geocities.jp/JA3CLM/

CWを聞き取れる方は本ソフトウェアは不要です

インストール時の注意点
mfc120u.dll が見つからないため、このアプリを開始できませ
んと表示された場合は、マイクロソフトの下記サイトから『C++
再頒布可能パッケージ』をダウンロードして下さい。

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/3179560/update-
for-visual-c-2013
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受信したCW(モースル信号)の解析 2/7

DigitalSoundCWを起動すると下記のような画面と
なる
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受信したCW(モースル信号)の解析 3/7

パソコンのマイク端子とスピーカー(イヤホン)端
子をステレオケーブルで接続する

端子がない場合は、[Sound Device]を[ステレオミキ
サー]に変更する
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受信したCW(モースル信号)の解析 4/7

[信号入力](マイク端子)の有効にする

[信号入力] -> [右側]
何も入力がない場合は、[左側]を試す
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受信したCW(モースル信号)の解析 5/7

信号の入力があった場合

[CW Signal Level]ウィンドウに緑色の波形などが表示
される

CW(モールス信号)の受信に成功した場合

[RX>]ウィンドウにアルファベットが表示される
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受信したCW(モースル信号)の解析 6/7

音声レベルが低すぎて認識できない場合

ボリュームを上げる -> これが不可能な場合

[Threshold]を変更する
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受信したCW(モースル信号)の解析 7/7

[Threshold]を[Auto]にする

[Auto]にチェックを入れる
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Stars-AOのコールサイン

「JJ2YSY」

が受信できていれば、成功である
※Stars-AOプロジェクト基準
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Stars-AO 1st Path:申請内容

受信協力者掲載先

http://stars-ao.info/

メールにて

送信先
starsao(at)siprop.org

件名
Stars-AOの1st Path受
信

公開可能な名前
ハンドルネームやコー
ルサインなど

本名は不要です

受信地点
大体の地名

できれば、グリッドロ
ケータ、または緯度
経度

受信時刻
だいたいの時刻でOK

受信内容
コールサイン以外のテ
レメトリーなども受信出
来たら申請してください
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Stars-AOの高速無線機
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詳細内容

周波数

437.200 MHz

通信速度

115.2kbps
可変

変調方式

GMSK

FEC

FX.25 + RS or LDPC
符号化率可変

帯域

200kHz
無線機では受信不可

受信環境

SDR + GNU Radio
Windows

LimeSDR mini
https://www.crowdsupply.com
/lime-micro/limesdr-mini

Linux

PlutoSDR
https://www.analog.com/en/d
esign-center/evaluation-
hardware-and-
software/evaluation-boards-
kits/adalm-pluto.html

OSSで公開予定

http://stars-ao.info/


