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要約 ：

こ の 論文で は、 音楽デ ー タ の ラ イ ブ ラ リ ー の デ ー タ ベ ー ス か ら 、 音声入力 し た検索キ ー

を使 っ て 特定 の 曲 を見つ け 出 す た め の シ ス テ ム に 関す る ア イ デ ア を述べて い る 。 こ の シ ス

テ ム で は、 検索 に 用 い る フ ィ ー ル ド値 と 検索キ ー を 、 音階上で の音符の上下運動 を 表現す

る 形式で符号化す る 。 こ れ に よ っ て 特 に 音楽の訓練を受 け て い な い 人 間 で も 、 こ の シ ス テ

ム を使 う こ と が可能 と な る 。

Abstract : 

This report describes an idea for a date base system to look up a tune from a music 

library. Melodic lines inputted by voice are used as the searching key in this system. 

Both the inputted melodic lines and the field values recorded on the data base are encoded 

to the progressions, which express the movements of notes on the music scale.  Because 

of the encoding, users need not to be trained in singing especially for using the 

system. 

はじめに ：

本論文 は、 94年度学長特別教員研究費 に よ る 研究 「芸術系大学 に お け る デ ー タ ベ ー ス 構

築法 ・ 教育法 に 関す る 研究」 の 成果報告で あ る 。 し か し以前に研究報告書 に 記載 し た も の

と 同 じ で は な L 、。 報告書 に 記載 し た デ ー タ ベ ー ス （ D B ） ・ デー タ ベー ス マニ ピ ュ レ ー シ ョ

ン シ ス テ ム （ D B M S ） は、 本学で現在入手可能 な デ ー タ を 使 っ て 一般 的 な 計算機 シ ス テ

ム と デ ー タ ベ ー ス 構築 ソ フ ト に よ っ て 、 実現す る と い う も の で あ っ た。 本論文 で は 、 今 の

と こ ろ は 本学資料館 ・ 図書館 に 存在 し な い フ ィ ー ル ド値を 用 い る D B ・ D B M  S に つ い て

no

 



検討す る 。

一般の人が芸術系大学の 資料館 ・ 図書館の D B を 使 っ て 、 C D ・ 楽譜な ど音楽 を 記録 し

て い る も の の ラ イ ブ ラ リ ー か ら 求 め る 曲 を見つ け よ う と す る と き に 、 手助 け と な る 新た な

検索手段 を 提供で き る の で は な い か と 思 い つ い た。 そ れ は、 「題名 も 作者 も 分 か ら な い が、

こ ん な 曲 を誰か知 ら な い か ？ 」 と い う 要求 に 答 え る 能力 を、 D B ・ D B M  S に 与 え よ う と

い う も の で あ る 。 こ の よ う な 要求 に 応 じ た検索の実現は、 歌詞の あ る も の に 対 し て は 容易

で あ る 。 D B に 歌調 を 登録 し て お き 、 覚 え て い る 歌調を検索 キ ー に し て 文字列 の検索を行

う D B M  S を作れ ば 良 い。 し か し 歌詞の な い も の を も 検索対象 と す る 場合 は 、 別 の 方法 が

必要で あ る 。

こ の 点 に 対 し て 、 今回一つ の解答 を 提示す る 。 曲 デ ー タ か ら 得 た 符号列 の フ ィ ー ル ド を

各 レ コ ー ド に つ け、 声 に よ っ て 入力 し た検索 キ ー を使 っ て検索す る と い う も の で あ る 。 日

本 で は 歌 っ て楽器の ま ね を す る こ と を古来の慣用 表現で 「 口 三味線 を弾 く 」 と 称す る こ と

か ら 、 こ の シ ス テ ム を以下で は 「 口 三味線 シ ス テ ム」 と 呼ぶ こ と に す る 。

シ ス テ ムの概要 ：

以下 に 「 口 三味線 シ ス テ ム 」 の 概要 を示す。 こ の シ ス テ ム は、 三種類 の 異 な る 方法で構

築す る こ と が で き る 。 第一の 方法は、 M I D  I 楽器 ・ M I D  I ア ン プ を コ ン ビ ュ ー タ に 接

続 し 、 こ れ に 音声の入力 か ら 数値化 ま で を行わせ、 コ ン ビ ュ ー タ で は M I D  I デ ー タ か ら

の 変換 と D B 検索だ け を行 う 。 第二 の方法で は、 音声デー タ の 入 力 か ら 数値化 ま で を 行 う

専用 の ハ ー ド ウ エ ア と コ ン ビ ュ ー タ を 用意 し、 専用ハー ド ウ エ ア の コ ン ト ロ ー ル ・ 音声デー

タ 処理 と 検索 を ソ フ ト ウ エ ア に よ っ て行 う 。 最後の方法は、 音声入出力端子を持つ コ ン ビ ュ ー

タ を 使 い 、 音声 デ ー タ 処理 と 検索を ソ フ ト ウ エ ア に よ っ て 実現す る と い う も の で あ る 。

こ の う ち 第一の方法は、 音声デ ー タ の サ ン プ リ ン グ に 関 す る 技術 上 の 問 題 を 、 す べ て

M I D  I 機器 に 任 し て し ま え る と い う 利点 が あ る 。 問題は、 M I D  I の 規格 か ら 少 な く と

も 12音階で表現 で き る 曲 で な け れ ば、 検索用 デ ー タ の記録が不可能で あ る と い う 点で あ る 。

し か し 例外的 な 曲 は 回避す る よ う に あ ら か じ め 取 り 決 め て お け ば、 重大 な 欠点 と は な ら な

L 、。

第二の方法の ハ ー ド ウ エ ア 部分は、 音声入力装置 ・ 一時記憶装置 ・ 周 波数 カ ウ ン タ ー と

コ ン ビ ュ ー タ で作 る こ と が で き る 。 こ の 方法で は、 あ ら か じ め 決 め ら れ た規格 に 縛 ら れ る

こ と が な い の で、 12音階で表現で き な い デー タ も 処理す る こ と が で き る 。 し か し 専用 の 器

材を必要 と す る の で、 試験的 に 製作す る に は問題は な い が、 広 く 一般 に 試験運用 を行 っ て

も ら っ た り 実用 に 供 し た り す る に は、 シ ス テ ム の 供給 に 問題が あ る 。

- 66 -



第三の 方法 は 、 コ ン ビ ュ ー タ 本体以外 に ハ ー ド ウ エ ア を必要 と し な い の で安上が り で あ

る 。 第二の方法 と 同 様 に 、 12音階の 制 限 も な い。 た だ用 い る コ ン ビ ュ ー タ に は 音声入 出 力

端子 （ あ る い は ス ピ ー カ ・ マ イ ク ） が あ る こ と が必要で あ り 、 そ の ハ ー ド ウ エ ア に 閲す る

情報が入手で き る こ と が不可欠で あ る 。 当然 ソ フ ト ウ エ ア は、 機種 に 大 き く 依存す る と い

う 欠点 が あ る 。

三種類 と も 、 動作は基本的 に 同 じ で あ る 。 口 三味線 シ ス テ ム で は、 D B の検索は以下 に

示す よ う に 行わ れ る 。 ま ず検索者 に 、 検索キ ー と な る 音声 デ ー タ を入力 し て も ら う 。 こ の

デ ー タ を 半導体 を 用 い た一時記憶装置 （ コ ン ビ ュ ー タ の 本体 中 の R A M あ る い は、 入力装

置側 に 付 け た 半導体 メ モ リ ー） に 蓄え る 。 記録 し た デー タ を 再生 し検索者 に 聞 かせ る こ と
に よ り 、 検索者 の 意 図 し た フ レ ー ズが録音 さ れ た こ と を確認す る 。 こ の デ ー タ を 時間軸 に

沿 っ て サ ン プ リ ン グ し 、 周 波数 あ る い は M I D  I ノ ー ト ナ ン バ ー ［ 1 J の 数列 に す る 。 こ

の 数列 を 後述 の プ ロ ト コ ル に よ っ て 処理 し 、 検索キ ー を生成す る 。 あ ら か じ め 同 じ プ ロ ト

コ ルで作 り D B の 各 レ コ ー ド の検索用 フ ィ ー ル ド に記録 し て お い た デ ー タ に 対す る 、 こ の

検索キ ー の 一致度 を求 め る 。 一致度 に 対 し て あ ら か じ め 決め て お い た 判定基準に基づいて、

検索結果 を 表示す る 。

12音階 に 制 限 さ れ な い 曲 を扱 う シ ス テ ム は、 自 由度が高 く 技術的側面か ら も興味深い が、

実装が容易 で は な い こ と は想像 に 難 く な い。 ま た こ の よ う な 曲 に 対す る 検索能力 は 、 一般

の利用者に よ る 需要が ほ と ん ど見込 め な い。 今 回 は 、 よ り 簡単 に 実装で き 需要 も 見込め る 、
12音階で表現で き る 曲 の み を扱 う D B シ ス テ ム に つ い て述べ る こ と に す る 。

検索用 デー タ フ ィ ー ル ド 値 ・ 検索キ ーのデー タ 形式 ：

検索用 の フ ィ ー ル ド に登録 し て お く デー タ は、 図 1 に 示す よ う に 加工す る 。 ま ず実 際 の
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図 1 検索用 デー タ の記号化

例 に 示 し た 曲 デ ー タ は、 J . S . Bachの Ouverture Nr.3 D-dur BWV1068の Airの 第 一 ヴ ァ イ オ リ ン
の 始 め の 2 小節 で あ る 。 ま ず音の長 さ に 関す る 情報 を捨て、 連続す る 音の並び に す る 。 M I D  I の ノ ー
ト ナ ン バ ー の 定義 に 従い、 各音を符号化す る 。 各符号を数値 と み な し て 始 め か ら 順 に 差 を 取 り 、 こ の

D B シ ス テ ム で用 い る デー タ を得 る 。
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曲 を人 聞 の ロ で歌 え る よ う に 単音の連続 し た も の に 加工 し た後、 音程だ け を残 し 音 の 長 さ

の情報を捨て る 。 音の 高 さ を M I D  I ノ ー ト ナ ン バ ー で表 し 、 こ れ を 数 と み な し て 順 に 前

の 音 と の 差 を 取 り 、 結果を数列 と し て記録す る 。 こ の 数列 は 、 も と の デ ー タ の 音 の 上下運

動を、 12音階 の 1 音差 を “ 1 単位” と し て示 し て い る 。 検索時 に 入力 さ れ た デ ー タ も 同様

の プ ロ ト コ ルで処理 し、 検索キ ー を生成す る 。

曲 デ ー タ を こ の よ う に 変換す る こ と は、 音楽 に 関す る 訓練を特別 に つ ん で い な い 人 間 で

も 、 こ の シ ス テ ム を 利用 で き る よ う に す る た め に必要で あ る 。 譜面の通 り に 正確 に 弾 い た

り 歌 っ た り す る 必要 の あ る シ ス テ ム で は、 音楽家以 外 に は 利用 で き な い こ と に な る 。 今 回

は 声 に よ る 入力 を想定 し て い る の で、 特 に 音程 と リ ズ ム の正確 さ に 可能 な 限 り 依存 し な い

形式で の 符号化が必要で あ る 。 こ の 点 に 関 し て 今 回 の 符号化の 方法 に は、 以下の 2 つ の 利

点 が あ る 。

ま ず第一 に 、 人 聞 の 奏で る リ ズ ム に は意識 ・ 無意識の 別 は あ っ て も か な り の 揺 ら ぎ が 存

在す る の で、 譜面上 の 記述 と 一致 し な い。 こ の こ と か ら リ ズ ム を検索 の 対象に含む こ と は、

不必要 に 検索精度を落 と す こ と に な る 。 リ ズ ム を取 り 去 る こ と は、 こ の よ う な 揺 ら ぎ を 考

慮 に 入 れ な く て す む と い う 利点 が あ る 。

つ ぎ に、 人 聞 は 自 分が発声で き な い音域の フ レ ー ズ を 口 ず さ む と き 、 し ば し ば調 を 移 し

て 歌 う 。 と き に は 曲 を 、 こ の 歌え る 調で覚え て い る こ と が あ る 。 ま た 特別 に 訓練 を つ ん で

い な い人聞 に と っ て は、 正確な 音程を表現す る こ と は 困難で あ る 。 一方、 音 の 上下運動 を

表現す る こ と は、 そ れ ほ ど 困難で は な い。 いずれの場合 も 検索 キ ー の 入力 値 は 、 譜面 と 一

致 し な い。 し か し こ の よ う な 入力値は、 音程の 上下方向 に シ フ ト さ せ る と 元 の 曲 の 相 当 す

る 部分 と 一致す る 。 あ ら か じ め音の 高 さ に依存 し な い方法 で 曲 を 表現 し て お け ば、 調 を 無

視す る こ と が で き る の で、 正 し い調 を探す プ ロ セ ス を省 き 検索 に 必要 な 計算時聞 を節約す

る こ と が で き る と い う 利，長 が あ る 。

こ の デ ー タ 形式 は 元 の 曲 を不可逆的 に 変換 し て い る の で、 検索用 デ ー タ フ ィ ー ル ド か ら

の 情報だ け で は 決 し て元の 曲 が復元で き な い。 こ の こ と は D B の 運用 面 で 、 「 D B の 配布

を 行 っ て も 、 著作権 に 対す る 侵害 を 回避で き る 。 」 と い う 二次 的 で は あ る が 便 利 な 特性 を

持つ こ と を意味 し て い る 。

D B 登録用 フ ィ ー ル ド値の入手法 ：

コ ン ビ ュ ー タ ミ ュ ー ジ ッ ク の普及 に よ り 、 今回 の よ う な D B に 登録 し て お く デ ー タ の 入

力作業 は 、 か な り 軽滅で き る よ う に な っ て き た。 様 々 な 曲 の M I D  I デ ー タ が、 市販品 あ

る い はパ ソ コ ン 通信か ら 入手可能で あ る 。 M I D  I デー タ は そ の 規格 ［ 1 ' 2 ］ か ら 、 口
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三味線 シ ス テ ム の デ ー タ に容易 に変換で き る 。 ま た M I D  I 以外 の 形 式 に よ る 曲 デ ー タ も

か な り あ り 、 そ れ ら も 今回 の デ ー タ 形式 に 容易 に変換で き る 。

検索用 フ ィ ー ル ド に は、 計算機資源が許す場合 は入手 し た 曲 デ ー タ の 全 て を 入 れ る と い

う こ と も 考え ら れ る が、 曲 の 出 だ し ・ 主題 ・ サ ビ な ど そ の 曲 の な か で 印 象 の 強 い部分 を 適

当 な 長 さ に 切 っ て 用 い て も 十分検索 目 的 に は使え る で あ ろ う 。 曲 の 一部を用 い る と き に は、

人 聞 が適 当 な 部分 を 選 び 出 す。 こ の 選択 を行 う に は 作業す る 曲 に 対す る 理解が必要で、 特

別 に 音楽教育を 受 け た も の で な け れ ば困難で あ ろ う 。 こ の よ う な 点 に 、 本学の よ う な 芸術

系大学の 協力 は大 き な 助 け と な る で あ ろ う 。

既存の デ ー タ が利用 で き な い 曲 の 場合、 人力 に よ る 曲 デ ー タ の 入力 が必要 と な る 。 こ の

よ う な 場合 も 本学 に は 音楽学部 が あ る の で、 曲 デ ー タ 入力 の た め の 作業要員 の 確保 は 、 経

済 的 な 問題を 除 け ば容易 で あ る 。

デ ー タ の検索法 ：

こ の D B の 検索 に は、 通常 の 正規表現を使 っ た パ タ ー ン マ ッ チ ン グ で は不十分 で あ る 。

な ぜ な ら 人間 の 記憶す る フ レ ー ズ に は、 音の置換 ・ 欠失 ・ 挿入 が み ら れ る こ と が あ り 、 な

お か つ 本人 に は そ れが分か ら な い か ら で あ る 。 ど こ に不確定な要素が あ る か分か ら な い キ ー

を 、 正規表現 で あ ら わ す こ と は で き な L 、。 こ の よ う な 検索 に は、 む し ろ 生命科学系 の 情報

検索 シ ス テ ム で相補性 ・

ホ モ ロ ジ ー の検索 に 使わ

れ て い る ア ル ゴ リ ズ ム

[ 3 ］ の よ う な も の が適

し て い る 。 こ れ は 、 二つ

の 連続 し た 記号列 か ら 、

互 い に 最 も 一致す る 場合

の 一致度 を 求 め る と い う

方法で あ る 。

こ の 方法で キ ー に 対す

る D B の フ ィ ー ル ド の ー

致度 を 求 め 、 あ る 闇値以

上 を と っ た も の 、 あ る い

は 上位 デ ー タ を 提示す る

よ う に す れ ば良 い。 利用

登録されている
データ （ D 1 )  

検索用 に入力 した
データ （ D 2 )  

a” b” 

各比較で得 られた す － を
一致度の配列 （ S ) l 

配列中量大の一致度
( S max) 

図 2 一致度の求め方
入力 し た デー タ C D 2 ） を、 一致度 を求め る レ コ ー ド に 登録 し で

あ る デ ー タ C D 1 ） と 、 a-a ’ に示す位置 に並べ る 。 対応す る 要素 間
で、 比較を行い一致 し て い る 要素の数を求め る 。 こ の 数 を 検索 キ ー
の金要素数で割 っ た値を、 一致度a ” と し て 記録す る 。 こ の 操作 を 、
D 2 を デ ー タ の下流 に 向か つ て （ 白 ぬ き の 矢 印 方 向 ） 1 要素 分 づ っ
シ フ ト さ せ な が ら b-b ’ ま で繰 り 返す。 得 ら れ た一致度 の 配列 （ S )
か ら 、 最高値 （Smax） を求め、 こ れ を こ の レ コ ー ド の 一致 度 と す
る 。
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者の要求に適度な正答率で回答す る に は、 あ ま り 正確 な 一致度 を 求 め る こ と は検索効率を

悪化 さ せ る だ け で無意味で あ る 。 ほ と ん ど 同 じ に 聞 こ え る フ レ ー ズ を 持つ 曲 は そ ん な に 多

い わ け が な い の で、 利用者へ の 回答を複数提示す る こ と に す れ ば、 か な り 簡略化 し た一致

度 の 計算 で 良 い こ と に な る 。 今回報告す る シ ス テ ム で は生命科学系 の 情報検索 シ ス テ ム と

は 異 な り 、 図 2 に 示す よ う な 入力値へ の 挿入 ・ 欠失を考慮 し な い単純 な 入力 値 と 登録値の

比較で十分 に 実用 に 耐え る と a思 う 。

回答提示 の た め の 選択基準 に は、 闇値を用 い る こ と が望 ま し い。 上位デ ー タ を求 め る に

は ソ ー テ ィ ン グが必要で あ る が、 こ れ に必要な検索時 聞 は D B の レ コ ー ド 数 の 増加 に よ り

加速度 的 に 増大す る 。 そ の よ う な 処理を行 っ て ま で、 利用者の 求 め る も の を最上位 に 示 す

必要性は ど こ に も な い か ら で あ る 。

闇値を使 う に は、 あ ら か じ め基準 を設定す る こ と が必要で あ る 。 こ れ に は、 音 の 置換 ・

欠失 ・ 掃入な ど の 誤 り を入力 フ レ ー ズ 中 に ど の 程度許す か を 決定す れ ば、 あ る 程度の判断

の 基準 と な る 値 を得 る こ と が で き る 。 今回の一致度 の計算法で あ れ ば、 入力 フ レ ー ズ 中 に

存在す る 置換 ・ 欠失 ・ 挿入 の数を決め る と 、 最悪の 一致度が単純 に 計算で き る 。 図 3 に 示

す よ う に 音 の 欠失 ・ 挿入 は 、 誤 り よ り 下流の部分 に 位置ずれ を お こ す こ と か ら 、 置換 に 比

置換 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 ト1 1-2 1 ・11 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 ・51
日日¢ 1 4 1 2 1 ・1 ・ －1 1 2 川 4 1 2 1回目。

縄問韓併 ＊ 婿一向叩骨骨

欠失 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 ・1 1・2 1 ・11 2 1 1  I 4 I 2 1 1  1 1  I ・51
a 日目。1 4 1 2 1 引 1 2 1 1 1 4 1 2 1日日吟

喝醐験炉＊
b 日目。1 4 1 2 1 ・1 � ・1 1 2 1 1 1 4 1 2 1日日目。

＊鳴一同町議惨

縛入 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 ト11・2 1 ・11 2 1 1 1  4 1 2 1 1 1 1 1 ・51
a 凹¢1 4 1 2 1 -1 1 -2・ 叶 2 川 4 1..g l回目。

＊ 《毒ιι一言診
b 日目。 4 I 2 l -1 1 -2・ －1 1 2 川 4 1 2 1 日日目。

縄問向勝 ＊

図 3 検索キ ー 中 の誤 り の一致度への影響

霞換の場合 に は、 誤 り は検索キ ー 中 の数に応 じ て一致度を単調 に低下 さ せ る 。 欠失 ・ 掃 入 の 場 合 に
は、 誤 り は生 じ た場所 よ り 下流側 に要素の位置ずれ を 引 き 起 こ す。 こ の た め一致度 は、 誤 り の 数 が 同
じ で も 誤 り の生 じ た場所 に よ っ て変化す る 。

各例 は、 最上行が D B に記録 さ れて い る 符号列、 そ れ以外が入力 デー タ か ら 生成 さ れ た 符号 列 を 示
し て い る 。 ＊ は誤 り の位置、 灰色の両矢印は登録デ ー タ と 一致 し て い る と こ ろ を示 し て い る 。
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ぺ て 一致度 に よ り 悪 い 影響を与え る 。 図 3 - a ・ b に 示す よ う に 欠失 ・ 挿入で は 、 誤 り に

よ っ て分断 さ れ た 2 つ の 連続 し た 正 し い部分の長 さ は、 互 い に 検索入力 全体か ら 相手 を 引

き 去 っ た 長 さ と な る 。 こ の た め最悪の一致度を与え る 欠失 ・ 挿 入 は 、 そ れ が検索キ ー 中 に

均等に現れた と き に 起 き る 。 誤 り に よ っ て分断 さ れ た キ ー 中 で最 も 長 く 連続 し た 正 し い 部

分 の 長 さ が、 こ の 場合 に 最低 と な る か ら で あ る 。 そ の 一致度 は 、 検索キ ー 中 の 誤 り の 数 の

逆数で あ る 。 こ の 値 は 、 検索キ ー の 要素数が奇数 で あ る か偶数で あ る か に よ っ て わ ず か に

異 な る が、 誤 り が 1 個 の と き は約50%、 2 個 の と き は約33%、 3 個 の と き は約25% に な る 。

こ れ は最悪 の 場合な の で、 同 じ 誤 り の数 を持つ大抵の 入力 は、 も っ と ま し な 値 を得 る は ず

で あ る 。

置換 と そ れ以外の 誤 り で は、 誤 り の一致度へ の影響の 大 き さ が異 な る の で、 闘値の 値 は

試験運用 を 行 っ て 調整す べ き で あ る 。 始 め は 2 ～ 3 箇所 の 欠失 ・ 挿入が あ る と き の 最悪の

場合の 値 を使 っ て 、 順次検索 に 対す る 回答数を 見な が ら 最適値を求 め る こ と が良 い だ ろ う 。

も し試験的 に運用 し た 結果、 置換 に 対す る 判定基準が相対的 に 甘 い こ と が原 因 で 、 回答数

が多す ぎ る と い う 不都合が頻繁 に 起 き る 場合 に は、 闇値を置換 に 対す る も の と そ れ以外用

に 2 つ決め、 二段階 に 回答 を 提示す る 必要が あ る か も し れ な L 、。

予想 さ れる シ ス テ ムの問題点 ：

検索デ ー タ を人 聞 の 口 で歌 え る フ レ ー ズ に す る と い う こ と に 対 し て 、 予想 さ れ る 問題点

が 2 つ あ る 。

あ ま り に ポ リ フ ォ ニ ッ ク で人 に よ っ て 聞 き 取 り 方 の異 な る こ と を許す （ あ る い は 期待す

る ） よ う な 曲 は、 こ の シ ス テ ム で は対処で き な い。 こ の よ う な 曲か ら D B の検索用 の フ ィ ー

ル ド に 登録 し て お く 実用 的 な デ ー タ を作 る こ と は極 め て 困難 で あ り 、 場合 に よ っ て は実 際

に は作成で き な い 可能性 が あ る か ら で あ る 。 こ の よ う な 曲 へ の 対応 と し て は、 「表現困難」

を意味す る 符号 を 決 め て D B に 登録 し て お き 、 音声で は な く キ ー ボ ー ド ・ マ ウ ス な どで 、

こ の 符号を利用者 に 入力 し て も ら う こ と に す る の が良 い よ う に 思 わ れ る 。 こ の よ う な 曲 と

は 別 に 、 重音が連続 し て い て も 口 三味線で歌え る 曲 は 存在す る 。 こ の場合に歌われ る フ レ ー

ズ に は、 個人差 が あ ま り あ る よ う に は 思え な L 、。 こ の よ う な 曲 に 関 し て は、 前述 の 例 と は

異 な り 、 重音を単音 に 置 き 換 え て し ま っ て も 問題 は な い と 思 う 。

も う 1 つ の 問題点 は 、 利用者の入力音声の音階が あ ま り に 不安定 な 場合 で は 、 い つ ま で

も 利用 者が検索用 の キ ー を作成で き な か っ た り 、 検索を行 っ て も 一致度が低す ぎ て 回答 が

出 な か っ た り す る 可能性が あ る こ と で あ る 。 こ の よ う な 場合 に 備 え て 、 容易 に 操作 で き る

入力用 の 装置 （既存の 楽器 ・ 専用 デバ イ ス） を 用意す る こ と も 必要 で あ る か も し れ な い。

- 71 一



謝辞 ：

こ の研究 は、 1994年度学長特別教員研究費 に よ っ て援助 さ れ ま し た。 一海孝光先生 ・ 中

村洋子先生 （愛知県立芸術大学教養教育） に は、 こ の論文の原稿を読ん で い た だ き 、 多 く

の助言を い た だ き ま し た。 こ の場 を借 り て、 お 礼 申 し 上 げ ま す。

参考文献 ：

1 . MIDI 1 . 0  Document ver .4 . 1  日 本語版 (1989) , M I  D I 規絡協議会

2 . Standard MIDI Files 0 .06 (1988) , Dave Oppenheim 

（ 日 本語翻訳版 ， （OZ (A V00380） ・ J l l村優子 （AV02215） 翻訳， NIFTY-Serve FMIDI 

よ り 入手。 ） ）

3 .  Principles o f  Protein Structure ( 1979) , G.E.Schulz and R.H.Schirmer, Springer

Verlag GmbH & Co. KG 

- 72 ー


