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蝋管の 周辺
一

録音蝋管再 生 研究をめ ぐっ て

覇　 蒼
と し　　　　　みつ
利　　光

＊

1． は じ め に

　ポーラ ン ドの 人類学者ブ

n ニ ス ワ フ ・ ピ ウ ス ツ キ は

世界で も有数 の ア イ ヌ 研究

者で あ りな が ら，そ の 業績

と生 涯 は ま だ多く の 謎 に包

まれて い る。とこ ろ が，従

来 そ の 所在 が 明 らか で な か

っ た 彼の 樺太流刑時代の 録

音蝋管がポ ーラ ン ドで発見

され，65本が 目本 で の 再 生 ・

解読を目的に昭和58年 7 月

4 目 に ポー
ラン ドか ら北海

道大学応用電気研究所 に 運

ばれ て きた。

　録音蠍管 は，写真一 1 の

ご とき もの で 約
一

世紀前 の

製品 で あ り，か つ そ の 保存

写真一1　 ピ ウス ツ キ録音蝋管 （白い 部分は か び で あ る ）

が悪 か っ た た め相当 に劣化 が 進 ん で お り，情報内容を解析

す る 前 に，音声再 生 に高度 の 技術的研究 が 要求され た 。 し

たが っ て ， 工 学的音声再生 の た めの 研究が続け られ ，

一応

の 成果 が得 られ た 。 音声再生 と合わ せ て ， 内容 の 解析が主

に言語学 と民族音楽 の 立揚 か ら行 わ れ て き て お り， その 研

究 は 現在も進行中 で ある。一
方 ， こ の 機会に ピ ウス ツ キ の

生涯 ・業績 と そ の 周辺 の 発掘も文化人類学的立場 か ら精力

的 に行 わ れて きた 。

　 こ の よ うに して ， ピ ウス ツ キ 録音蝋管に 関す る研究は ，

工 学， 言語学， 民族音楽 ， 文化人類学の 多方面 に わ た る学

際的協力関係 で 研究 が 進行 し て 今日 に至 っ て い る。ピ ウス

ツ キ 蝋管の 研究 が 進 め られ て い る こ とが報じ られ た こ とが

き っ か けで ， 録音蝋管約 240本が京都の 大谷大学図書館 で

発見 され た。こ の 蝋管 に 音声を録音した の は，北里闌 （た

け し）で ある。ま た，広 島県 山 県郡加 計町 の 旧家，加計慎

太郎氏 の 蔵 の 中に夏目漱石 の 蝋管の ほ か 3 本 が見っ か っ た 。

こ の 蝋管 は，加計家の 先代に あた る 22代 目の 加計 正 文が録

音 した もの で あ る 。

　昭和61年 2月25日に ， 再生 の 役割を終えた録音蝋管は，
孝
北海道大学教授　応用電気研 究所

October
．
1986

ポ ーラ ン ドに 返還 され るた め に 北海道大学応用電気研究所

を離れ ， 2月 28日に瓢東京国際空港か ら航空便 で 返還 され

た。一
方，北里録音蝋管も再 生 が終 了 し， 2月 26目に大谷

大学 に 返還 された。 しか し ． 加計録音蝋管に 関 して は ， 再

生 が 困難をきわ め，依然 と し て 再生 作業が続け ら れ て い

る 。

　以上 の 録音蝋管 3 件 に まつ わ る 周辺 の 話題を，特に（1）録

音 した 3 人 の 人 物像，  録音蝋管 の 意義，  録音蝋管 か ら

の 音声再生 の 工 学的諸問題 に っ い て ，多角的観点か ら紹介

す る 。

2． 録音 した 3人 の 人物像

　2．1　プ ロ ニ ス ワ フ
・ピウス ツ キ

　プ ロ ニ ス ワ フ ・ピ ウス ツ キ は ， ロ シ ア 領ヴ ィ リノ の ポ ー

ラ ン ド人地主 の 家 に第 3 子長男 と して 1866年に 生ま れ た 。

1年後 に，後 に ポー
ラ ン ド独立 の 初代大統領 とな っ た 弟 ユ

ゼ フ ・ピ ウス ッ キ が 誕生 した 。
こ の 兄弟 は 共 に ペ テ ル ブル

グ （現在 の レ ニ ン グラード）大学に進学した が ， 同 じ大学

の 学生 ア レ クサ ン ドル ・ウイ リ ヤ ノ フ （レ
ー

ニ ン の 兄 ） ら

の ロ シ ア 皇帝 ア レ クサ ン ドル 三 世暗殺陰謀事件 が発覚 し ，
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写真
一2　ウ ラ 丿オ ス ト

ー
クi，ネ1中の ピ ウス ツ キ

こ れ に 連座 して 1887年 に 逮捕 さmuた。元 老院 か 開か れ た 特

別法廷 で 15名全員 に 絞首刑 の 判决 が下 され ， ア ン ク サ ン ド

ル ・ウ リヤ ノ ブ ら 首謀者 5 名 は 絞首刑 に 処せ られ た が，残

る ピ ウス ツ キ 兄弟 を含む 工0名は 死刑を免れ た 。 そ して 兄 と

弟 は 樺太流刑 15祥 と 5 乍の 刑に 処 せ られ た 。

　 ピ ウ ス ツ ギ は ，そ れ 以）に10年間 （刑期 は 巴赦令で 3 分 の

2 に減刑），国宙 犯 と し て 僅太 に 囚わ れの 身 とな っ た が，

そ の 環 境 に も め げず に 樺 太 原 件民の 社会 に わ け入 り，と り

わ け原住民 キ リヤ ークの 実地 調 査 を行 っ た 。
18q6年に 刑期

満了 に伴 っ て 移住民 の 資格を取得し，南樺太 の コ ル サ コ フ

に 開設 され た 測候所 に 勤務 し，そ れ を機会 に樺太 ア イ ヌ に

関心をもつ よ うに な っ た 。 そ の 後 ウラ ジ オ ス トーク に護 り，

そ こ の 博物館 に 勤務す る よ うに なっ た が，ロ ノ ァ 科芋 ア カ

ヲ ミ
ーの 依頼も あ っ て そ こ か ら担太 に ア イ ヌ 調査研究 に 出

か けた 。 写 真一2 は ， ウ ラ 〆 オ ス トーク滞在中の ピ ウス ツ

キ の 写責で あ る 。 こ の と き ， ア イ ヌ の 酋長パ フ ン チ の 娘と

同棲 し ，
1qo3 年 に長 鳳 1905 年 に長女 をもうけた 。 問題 の

蝋管は ， こ の 唄 に ピ ウス ノ ヤか 調査費で エ ン ソ ン 式苫音機

と蝋管を購入 し，自分 の 于 て 録音 し た もの で あ る。

　 日露戦争 か お こ る と，ポー
ラ ン ド社会兄 の 指噂者 と な っ

た 弟 ユ セ ブ ・ピ ウス ノ キ は 日本 の 援助 を求 め て 東京 に や っ

て き たか ，そ れ に 成功す る こ と な く去 っ て 行 っ た。し か し，

こ の こ と を兄 ピ ウ ス ツ ギ ま知 ら な い ま ま に，19  5年 に 函飴

に や っ て きて，東京，神戸，長崎 と駆 けめ くり，1906年 に

日本を離 れ て ポーラ ン ドに 帰 っ た。こ の 問，彼 は 文学者の

r 葉亭四 迷 ， 横山源 之助， ア イ ヌ 学者の 蔦居竜蔵 ， 坪井正

4

五 郎，神保小虎，村尾 元 長，政治学者 の 大隈重信，山縣有

朋 ， 島 田五 郎，そ して 日本 の 社会主義者ら と多岐 に わ た る

親交 を結 ん だ。ピ ウ ス ッ キ は，特 に ア イ ヌ 救済を執 心 に訴

え て 歩い た e 彼は ア イ ヌ 原任民 とそ の 文化の 理解者 で あ り，

保護者で あ り， ア イ ヌ 民族への 愛隋に燃え て い た 。

　1906年に ポー
ラ ン ドに 乕 っ た ピ ウス ソ キ は ， 学歴不足 か

ら研究職 に もっ けず ， 学位取得の た め フ ラ ン ス と ス イ ス に

留学 した が ， い すれ も資金不足 で 挫折 して し ま っ た 。 しか

し，1911年 か ら1914年 に か け て 博物館や科学 ア カ デ ミーに

就職がで きて研究生活が始ま りか け たが，第 1 次大戦 の 戦

雲 に 追 い や られ て 再 び 流浪 の 旅 に押 しや られた。そ し て ス

イ ス か ら フ ラ ン ス と渡 り歩き ，
1917年未頃に パ リに流れ つ

い た が ， 1918年 5 月 21日セ
ー

ヌ 河 の ミ ラ ボー橋の ふ も とで

水死体と し て 発見 され た。死 亡 につ い て は ，
パ リ警察 の 検

視 で 自殺 と断定 され て い る が，そ の 真相 は い ま な お 明 らか

で ない。遺体 は，パ リ北方 の モ ン モ ラ シ
ーに ある ポ ー

ラ ン

ド人菓地 に 眠 っ て い る 。

　 22 　北 里 　闌

　北里 闌 は，岐傷風 の 血 清療法の 発見者と して世界的 に肩

名 な医学 者， 北 里 柴 三 郎 の い と こ に あ た る。北里 は ，明治

3 年 に熊本県 に 生まれ，東京大￥文芋部を卒業後，若 き日

約 5 年問 を ドイ ソ 留学 で す こ し，大阪医大（現阪大医 学部）

で長くドイ ツ 語教授を務め た 。 ドイ ツ 語教授の か た わ ら，

日本語 の 起源研究に 没頭 した在野 の 言 語学客で もあ る 。 昭

和 4 年か ら 6 年に か けて 日本誥 の ル
ー

ノ を求 め て，南 は 耶

ル ネオ ， フ ィ リ ノ ピ ン か ら北 は北海道，樺太 まで 研究旅行

を し ， 各地 の 民謡や方言 をエ シ ソ ン 式歯 音機を使 っ て 蝋管

に 録音 し た。北里 は， 「 日本語 の 起源 は，ア イ ヌ 譜 と朝鮮

語 ， そ れ に南洋語 の 混 し っ た もの 」 と い う字説 をユ 張 し，

そ れ を証明す る た め各地 の 言 語 を収録 した 。 こ れ らを も と

に ，
「目本語源研究 の 迫程」

「 目本語 の 季艮本的研先」
「目本

古代語Vr組織考」 な どを老 し た。昭和35年 に 死去。

　 23 　加計正 文

　夏目漱石 の 録音に よ る蟻管は ， 広 島県山県郡加計町 の 1巨

家，加計慎太郎氏 の 蔵の 中に あ っ た。こ の 蟻管は ， 加計冢

の 先代 に あ た る 22代 目の 加 計正 文 （明冶14年〜昭和44年）

が ， 明冶 38年10月27日 に 漱石 に依頼 して 録音 し た もの で あ

る。正文 は，東大文芋部英文科 に進 ん だが，林業 や鉱山で

栄え て い た 加計冢 を継 ぐた め ， 東大 を中退 し 同町 に 帰っ て

い た 。 しか し，東大時代の 恩師夏目漱石 を陵か しみ ， 彼 に

依頼 して 許可 を得た の ち ， 上京 して録音 した もの で あ る 。

蔵 か ら出 され た 蝋管は ， 特且 の 桐と紙 ケース に丁寧 に納 め

られ ， 蓄音機と と も に保存され て あっ た 。 漱石 の 蟾管の ほ

か に 3本 あ り，うち 1本 は 正文 の 親友 で，か つ 漱石門下 の

児童文学者，鈴木 三 重吉 が録音 した 「潮来節外」 で，残 り

2 本 は 内 谷 か 不明で ある 。桐箱 に は，蜘管の ほ か に 漱石 ，

三 重吉の 書簡が 沢山残 され て お り，正 文 か 彼等 と交友が深

か っ た こ とを うか がわ せ た 。 写 真一 3 は ， 蝋管とそ の ケー

土 と基…礎，34− ID （345）
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写 真
一3　夏 目漱石 と鈴木 三 重吉 の 録 音 した蝋 管 （白色に変質 し て い る） とケース

ス で あ る。

　正 文 は 加計町 に録音蝋管をもち帰 っ た あ と，漱石 を懐か

しみ なが ら時 々 聞い て い た、し か し，次第 に蝋管 が 針 で い

た み，だ ん だ ん に 聞きに く くな り，大正 8年 に聞 い た の を

最後 に蔵の 奥深 く納 め て し ま っ た。そ の 後，鈴木 三 重吉や

小宮豊隆 （漱石 門下 の 文学者）の 要請 で 何同 か蔵 か ら出 し

て 蓄音機 に か けて み た が ， す で に漱石 の 声 を聞 くこ と がで

きず に ，再 び 蔵 の 中 に 入 れ られ て 現在 に 至 っ て い る 。蝋管

は 加計地方 の 特有な湿潤 な 気候 と蔵特有の 環境 に よ り，白

い か び状 の もの で お お わ れ て 劣化が進ん で お り，か つ 摩耗

に よ り音溝 がほ とん ど消 え て お り，音声再 生 の 見通 しは 非

常 に P音い
。

3．　 録音蝋管の意義

　 3．1　 ピ ウス ツ キ蝋管

　 ピ ウ ス ツ キ は世界 で も有数 の ア イ ヌ 研 究者 で あ る が， 余

りに も波乱 に 富ん だ 生 涯 で あ っ た た め か ， その 生涯 と業績

に は ま だ謎に包ま れ て い る部分が多い
。 彼は 1896 年 か ら

1905年 の 問 ， 樺太に あ っ て 原住 民 で あ る ア イ ヌ と交 わ り，

彼等 の 文化 を研究 した 。
ピ ウス ツ キ は 実際に樺太 ア イ ヌ の

中で 長期間 に わ た っ て 生活 し，ア イ ヌ 語 に精通 で きたただ

1 入 の 研究者で あ り，南樺太全域 の ア イ ヌ 言語 の 資料を多

く残 した。さら に 口承文学 の 採集と，そ れ へ の 具体的， 客

観的考察を行 い ，こ れ らは ア イ ヌ 語研究史に お い て 輝か し

い 業績と な っ て い る 。

　 ピ ウ ス ツ キ の 仕事で ひ と きわ 異彩を放 つ もの に，蝋管蓄

音機 に よ る 樺太 ア イ ヌ 語 の 音声収録 が ある 。言葉 は い か に

詳細に記載 され て い て も， 時間 と共 に そ れか ら音声 を再現

す る こ とは 難 し くな る 。 した が っ て ，現代で は 人類学者 の

必 要 な仕事に 音声をテ
ープ レ コ

ー
ダーに 収録す る こ とが あ

October ，1986

る c こ の 仕事 の 先駆的 な こ と を，
ピ ウ ス ツ キ は 当時の 新製

品 で あ る 蓄音機 と蝋管 で 行 っ て い た わ け で あ る。彼の 音声

収録 は，ア イ ヌ ロ 承文学の 諸文学様式 を明 らか にす る 上で

貴重 な資料で ある 。 さ らに ， 蛾管 に は 祭 D歌，恋慕歌，舟

翫 酒謡 ， 神謡な ど民族音楽 が 多 く含 まれ て お リア イ ヌ 音

楽 の 貴重 な 資料 で もあ る。ま た，蝋管 に は ハ ウ キや オ イ ナ

とい っ た各種 の 神話や伝説が多 く収録 され て い る。こ れ ら

は ア イ ヌ 文化 の 具 体的要 素 を豊 富 に 含む もの で，文 化 人類

学上 か ら貴重 な資料 で あ る 。

　以 上 の よ うに ， ピ ウ ス ツ キ 録音蝋管 は 言 語 学，民族音楽，

文 化 人 類学 に お い て 極 め て 貴重 な資料で あ り， そ の 解明 は

そ れ らに お い て 重要 な意義 を も っ て い る 。 しか し， 長期に

わ た っ て 放置 され て劣化 して き た 臘管か らの 音声再生 に は，

工 学的再生 の 技術的研究が重要 で あ り， そ れな くし て 前記

の 学術的研究 へ の 出発 と もな り得な い 。本再生研究を通 し

て 得られ て き た 工 学的再 生 法 の 確立 は ，世界 に 放置 され て

い る 多 くの 劣化 した 古蝋管 か らの 再生 に利用 す る こ と がで

きる。す な わ ち，音声再生方法 の 確立 は，埋 もれ た貴重な

文化遺産 で あ る 未再生 の 古蟷管か らの 情報収集の 可能性を

開 くもの で あ る 。

　3．2 北里蝋管と加計蝋管

　北里 蝋管に は ， ア イ ヌ 語 ， 入雲方言 ， 秋田方言，熊本方

言 な どの 目本語 の 各方言 ， 台湾 の 高砂族 の 言語，フ ィ リ ッ

ピ ン 諸島の サ マ
ー

ル ，タ ガ ロ グ，ブ ラ カ ン ，バ ゴ ボ な どの

諸方言が生 々 しい 音声 で収録 され て い る 。 日本語 の 方言 の

場合 は，ま だ ラ ジオ な どで 標準語 が全国に流 れ な か っ た時

代の
“
原 方 言

”
の 発 掘 に 重 要 な デー

タ を 提供 して い る。ア

イ ヌ 語や台湾の 高砂族の 君語 ， フ ィ リ ッ ピ ン の 諸言語 は ，

い ずれ も類例 の な い 貴重 な音声資料 で あ る。

　加 計蝋管 に含 まれ る 夏 口漱 石 や鈴木 三 重吉の 音声は ， も
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し再生 が成功 した場合に は ， 日本 の 偉大な 文豪 の 肉声 と し

て 文学書 以外か ら の 資料 とな り， 社会的 に 貴重な資料 とな

る で あ ろ う。

4．　 蝋管か らの 工 学 的音声再生

　 4．1 蝋管 レ コ ード

　 1900年前後に使用 され て い た レ コ
ードは 円筒 と 円盤 の 2

種類が あ っ た 。 円筒式 は エ ジ ソ ン が 1877年に 錫箔蓄音機と

し て 発明 した の が最初 で ，・鑞管式 に 改 良 し て実用化され た 。

写 真
一4 は，エ ジ ソ ン 式蓄音機 の 一つ で あ る 。

一
方 の 円盤

は ドイ ツ 人ベ ル リーナ が1887年に考案 した もの で ，現在 の

レ コ
ー

ドの 原形 で あ る 。 こ の 2方式 は 形状 ば か りで な く音

声 の 記録方式も異 な っ て い て ，円筒 の 場合 は音溝 の 垂直方

向の 変化が ， 円盤 で は左 右 の 変位 が音声信号 に対応 して い

る。

　円筒 に は 錫箔，蝋，プ ラ ス チ ッ ク の も の が 存在 し た が，

もっ ともポ ピ ュ ラ
ーな もの が蝋管で あ っ た。材質 は ス テ ア

リ ン 酸を主成分 に水酸化 ナ トリ ウム ，パ ラ フ ィ ン ，酸化 ア

ル ミ ニ ウム の 混合物 で 蝋 とい うよ り石 鹸 に 近 い 。標準的 な

蝋管は 直径 55　mm ，長 さ 105　mm で ， 1 イ ン チ あ た り 100

本 の ピ ッ チ で ね じ状に溝が刻ま れ て い る 。 回 転 数 は 160

rpm で あ り，約 2分間の 音声が録音で き る。当時 は 音声直

接方式 の 録音時代で ， ホ
ー

ン か ら音声 を吹 き込 み，そ の エ

ネ ル ギー
で 鑞管の 表面 を針 で 削 りなが ら記録 し て い た。溝

の 深 さ は 普通 の 蝋管の 場合，最大 で 50ym 程度 で あ る が，

ピ ウ ス ツ キ 蝋管 は 録音技術が 未熟 な た め か
， 深 く て も 10

μm 程度 で ある 。 蝋管蓄音機 の 再生音の 周波数は ，
500Hz

〜3．5kHz 付近 に 集 ま っ て い る。 こ れ は ホ ー
ン 特性 を反映

し た た め で あ る 。

　蝋管蓄音機 の 特徴 の ひ とつ は手軽に録音で きた こ とで あ

る 。
エ ジ ソ ン の 機械 は 針 の 交換 だ けで 録音機 と し て 使え る

6

写 真
一4　ピ ウス ツ キが使 っ た と同じエ ジソ ン式蓄 音機

点 か ら， 単 な る 音声再 生装置と して で なく，現在 の テープ

レ コ ー
ダーの よ うに して使わ れ る こ とも多 か っ た よ うで あ

る 。 ピ ウ ス ツ キ，北里 ， 加 計 らの 目的 に は ， こ の こ と が適

当 な道具 とな っ た と考 え られ る。歴史的 に は 蝋管 は短期間

で 消えて しま っ た が，数百 万 本以上生産され て い る こ と か

ら，多数が 現在 ま で 残 っ て い る と推定されて い る。そ の 多

く は音楽が 録音 された もの と考え られ る が ， ピ ウス ツ キ，

北里 ，加計の よ うに 個入的に録音 し た 蝋管 の な か に，言 語

学や民族学 の 貴重な資料や当時 の 著名 な人 々 の 肉声が残さ

れ て い る可能性が あ り大変興味深 い 。

　 しか しなが ら， 現在で は 蝋管 の 変質 や 破損 の た め に 当時

の 方法 に よ る 再生 が 困難 な場合が少 な くな い 。 こ れ らを考

慮 して ， 音声再生 は   か び除去，  レ プ リカ 作製，  信号

検出，（4囃 音低減 の 4 段 階に し た が っ て 行 っ た。

　 4．2　触針法 に よ る再生

　触針法 に よ る と蝋管か ら の 音声 再 生 は，原 理 的 に は エ ジ

ソ ン の 機械 と同 じ で あ る。た だ し，エ ジ ソ ン の 時代 は 音響

録音 ・
再生 しか な か っ た た め針圧 が209 と大きく，当時 の

機械をそ の ま ま 再生 に 使用 す る と表 面 の 蝋 を 削り取 る 危険

性 が あ る。特 に ，表面 に 傷や ひ び が存在する 場合 は，針圧

の 小 さな検出器を用 い な け れ ば な らない 。こ の 点を考慮 し

て ，次 に 述 べ る二 つ の 方式 を開発 し た。

　第 1 の 方式 は ， 表面粗 さ計測用 の セ ン サーを利用す る も

の で ， 差動 トラ ン ス で 変化を検 出す る た め 0．02ym の 感度

で 音溝 の 深 さ を測定す る こ と が で き る 。 針圧 は0．079 と極

め て 小 さい の で ，表面 に 対 す る 影響 は ほ とん どな い 。た だ

し，帯域 ll9　DC 〜50　Hz と狭 く ， 回転数を本来の 11100 以

下 に落 し て 使用 し な け れ ぼな ら な い た め，1 本の 蝋管の 再

生 に 4〜 8時間を要す る 。 蝋管 の 駆動部 には，回転しな が

ら移動し，検出器を 固定 し た ま まで す む よ うに考 え ， ス テ

ッ ピ ン グ モ ーターとね じ付 きマ ン ドレ ル （心棒）を組 み 合

わ せ た 装置 を開発 し た。また，移動用 パ ル ス ス テ
ージ と マ

ン ドレ ル を組 み 合 わ せ た 実時間 用 の 駆 動 シ ス テ ム も開発 し ，

実時間 の 触針 シ ス テ ム や後で紹介す る レ
ー

ザ
ービー

ム 反射

式 シ ス テ ム に 使用 した。

　表面 粗 さ計 で 再生 し た蝋管音声 の 周波数特性 を ， 針径を

関数に して 調 べ た結果 ， 針径 が 250Fm ぐらい が音質と雑

音 の 点 で 優れ て い る こ とが わ か っ た。こ れ は エ ジ ソ ン 式 の

再 生 機 で 使用 し て い る 200pm の サ フ ァ イ ア 針 に 近 い 形状

の もの が 適 して い る こ とを意味 して い る。

　第 2 の 方式 で は，音響振 動 セ ン サー
を使用 し て 実時間再

生 を行 っ た 。 こ こ で 使用 した セ ン サ
ー

は加速度を検出す る

タ イ プ の もの で ，出力 を積分器 に よ っ て 速度 に変換 し て い

る 。 こ こ で は，触針 に 先端 の 直径が 3eOFrn の 球状 の もの

を使用 した。こ の シ ス テ ム は，広帯域（10Hz 〜10　kHz）で

音声 の 実時間再生がで き る こ と か ら ， 第 1 の 方式 に 比 べ で

実用性が高く， 再生特性 もエ ジ ソ ン 式 と同程度 か そ れ 以上

の もの が得 られ る 。 た だ し ， 針圧 が 小 さ い ときに は針 と表
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図
一2　ビーム 径 に よる再生音 声ス ペ ク トル

光源 に は He −Ne レ
ー

ザ
ー

を使用 した 。

ズ に よ っ て 直径 30〜500pm に 収束 し て 蝋管の 音溝に照射

され る 。 表面 で反射した ビーム は 検出面上 に置 か れ た ポ ジ

シ ョ ン セ ン サ ーで音声信号 に 変換 され る。こ の ま ま で は 出

力 は 音溝 の 傾 き ， す な わ ち微分値 に 比例 し て い る が，積分

演算を施す こ とに よ っ て溝 の 深さに 変換で きる 。写真
一5

は，今回開発 した シ ス テ ム で ， 駆動部に は 実時間触針法 と

同型の もの を使用 し て い る。

　 こ の シ ス テ ム で 再生 され る 音声 の 性質は ， 照射lt
“
　一一ム の

直径に よ っ て 大きく変わ る。図
一 2は，ビーム 径を30〜240

ym の 範囲 で 変え た と きの 再 生 音声 の 長 時問 ス ペ ク トル で

あ る 。 〈a ）， （b）， （o），（d）は，そ れぞれ ビーム 径30， 86，
162

，

面 の 間 で 摩擦音 が 発 生 しや す い とい う欠点 が あ る

の で ，影響の な い 範囲 で 針圧 を大き くし て 使用す

る。こ の た め，大き な傷があ っ た り破損して い る

蝋管に は適さな い 。

　4．3 非接触 に よる再生

　ひ び や破損の な い 蝋管 に 対 して は触針法 に よ る

音声再生が可能で あ る が
， そ うで な い 揚合 に は 触

針法に よ る再生がで きない 。し か し，ひ び や破損

し て い る 蝋管に も貴重 な音声 が 収録 され て お り，

そ れらか らの 音声再 生 が期待され る
。 そ こ で ，こ

れらの 蝋管か ら音声 を検出す る 強力な手段 とし て

レ ーザー光を用 い る 非接触検出法 を開発 した。

　 レ ーザ
ービーム 反 射法 の 原理を図

一 1に示す 。

すで に述 べ た よ うに ，臘管表面 の 音溝は垂直方向

に 信号 を記録 して い る。そ こ で ，蝋管 に対 し て 細

く絞 っ た レ
ーザービーム を 照射す る と，音溝 の 傾

きに よ る 角度変調 を受け て 反射す る の で，こ の 角

度を検出す る こ とで 音声 の 再生 がで き る。こ こ で

　　　　　　　　　　　　　　 レ ーザー光は レ ン

写 真一5　 レ ーザービーム 反 射型再生 シス テ ム
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242 μm と した 場合 の 再生音を示 して い る。こ の 図か ら レ
ー

ザ
ービ ーム 反射法に よ る 再生音は ，

300−−1　soo　Hz を中心

とす る 音声成分 の 上 に広帯域 の ラ ン ダ ム 雑音 が 重畳 して い

る こ と が わ か る 。こ の 雑音 は ， レ
ーザー

光 が 表面 の 凹凸か

ら の 反 射 に よ っ て 複雑に 干 渉 し 合 っ た た め に 生 じ る もの で

ス ペ ッ クル 雑音 と呼 ばれ，触針 の ときに 現れ る ラ ン ダム 雑

音とは性質 が異 な っ て い る。ビー
ム 径 を大 き くすればス ペ

ッ クル 雑音は減 少 し低 域 に あつ ま る が，音声 の 高域 も欠落

す る 。 逆に ビーム 径 を小 さ くする と再生帯域は 広が る が ，

1500Hz 以上 の 雑音が増加 し音声は聞き と り に くくな っ て

し ま う。実際 に は，照射 レ
ーザ ー

光 の ビ ーム 径 を 80〜100

pm 程度 に 直径を設定 し ，
300　Hz 以下 の 雑音成分 は ハ イ パ

ス フ ィ ル タ
ー

で 除去す る 方式 が 良好 で あ る 。こ の 条件 で 得

られ る 音声は，触針法 と比較 して 若 干 音質 は 低下す る が，

想像以 上 に高品質の 音声再生が可能 で あ る。

　 レ
ーザービーム 反射法 の 問題 点 は，非接触 で あ る た め に

トラッ キ ン グ を と りに くく， 蝋管の 溝が蛇 行し て い た り駆

動装置 の 位置 に誤差 がある と き，レ
ーザービーム が 音溝 に

正 し く照射 され な い た め 再生音声 に フ ェ
ージ ン グが 起きた

り隣接す る音溝 の 音声を拾 っ て エ コ
ーが 発生す る。こ れ を

解決す るた め，二 次元ポ ジ シ ョ ン セ ン サ
ー

で トラ ッ キ ン グ

誤差を検出 し
， そ れ で フ ィ

ードバ ッ ク を か け て照射ビーム

の レ ン ズ 系 を移動させ て ビーム 位置 を固定 させ る こ とに し

た 。

5．　 お わ り に

　約
一

世紀前 に ピ ウス ツ キ が録音 し たア イ ヌ の 語りの 蝋管

が 里 帰 り して，私 達 の 北大応 用電気研 究所 で 音響工 学的再

生 の 努力が な され ， 音声再生 に成功 した 。 逆境 の な か で ピ

ウス ツ キ がな し と げた こ れ らの 労作に 目 の 目をみ させ ，一

世紀近 く前 の 樺太原住民 ア イ ヌ の 肉声 をよ み が え らせ る こ

とは ， 現在 の 私達 の 責務 で あ り， そ れ は また歴史 が私達 に

残 し た ロ マ ン へ の 挑戦 で もあ る。

　ま た，北里 蝋管 に お い て は北里 闌 の 言語学者と して の 野

心 へ の 再 認識 と残 され た遺産 の 発掘 もまた ， 故人 が私達に

残 した ロ マ ン の 贈物 で あ る。加 計蝋管に含まれ る 夏 目漱石

や鈴木三 重吉 の 音声は ， 文学書 を通 して 常 に 考 え る文豪 だ

けに そ の 肉声を聞 くこ とが で きれ ば，そ れ は神 の 声 に似 た

感 じす らす る の で は な い で あろ うか。 こ の 音声再生 の 期待

は社会的 に大きい が，可能性 が薄 い の が 残念 で ある。

　私達 は，音声再生 に 触針法 と レ
ー

ザ
ービー

ム 反射法 に よ

る 非接触法 を 開発 し
，

こ れ らの 併用に よ っ て ほ とん ど の 蝋

管か ら の 音声再生 に成功 して き た 。 特に ，
レ ーザービ ーム

反射法 は非接触方式 な の で 貴重な資料を取 り扱 うの に極 め

て威力を発揮す る こ と が期待 され る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （原 稿受理　1986．9．26）
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