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MP3 の出現で本棔的に始まった世界のインターネット啻楽配信プロジェクﾄ

Ｍ Ｐ ３と イ ン タ ー ネ ット 音 楽 配 信

インターネット音 楽 配 信 が､ 現 実 のプ ロジ

ェクトとして急 激 に クロー ズ アップ されて きた

の は 、1998 年に 激 増し たMP3 海 賊 サ イトが

ＣＤ 削 原の 不 法 配 信 をしたことに始 まる。

MP3 海 賊 サ イト撲 滅 の ため､ まず 全 米 レ

コード協 会(RIAA) がSDMI  (Secure Digital

Music Initiative) を 組 織 化､ インター ネット

音 楽 配 信 の 著 作 権 保 護やレコード音 源 保 護

に必 要 な 名一種 の 規 格 を統 一 しようとして いる

に の 作 業 には 日 本 の 電 子 メーカーや オーデ

ィオ機 器 メーカーも参 加してい る廴

また､ 毎 月 のように 世 界 中 のハ イテク企 業 、

音 楽 企 業 から新 しい 音 楽 配 信 計 画 や 配 信

技 術プ ラン､ 権 利 保 護 技 術 プ ランが 発 衣 さ

れ た( 表 Ｄ。

し かしこのような動 きが あ る一一 方､ 音 楽 著

作 権 会 化 プ ロダクション､ レコード 会 社 間 で、

レコードのプレスコ ストや ジャケット印 刷コ スト、

流 通コ ストなど の 売 上 原 価 構 成 が 異 なるた

めに、ﾈｯﾄ 流 通 による売 上 をど のように 分 配

するのか 調 整 できないという|川題 が ある。

音 楽 著 作権とイン ターネット 音 楽 配 信

国内での音 楽著 作権 使 用料は､ 有料 配

信に関しては:JASRAC( 音楽著 作権協 会)と

NMRC( ネットワーク音 楽著 作 権 連絡 協 議

会)との問で 暫定 合 意した( 表2) 。期 限は

2000年3 月までである。

しかし、今のところこ れらの 規 定 が 適 用 で

きるのは､MIDI デ ータ販 売 か カラオケ関 連 に

限られてい る。

また 、レコードの 二 次 利 川 にはレコード 会

社 の 許 諾 が 必 要 だ が､1997 年 の 著 作 権 法

改 正 で､ インターネットでは 送 儒 可 能 化 権 が

レコード 会 社 とアーティストに 許 諾 権として 新

規 にあ たえられることになった。しかし 、この

権 利 を利 川 するための 規 定 や ル ールが 少な

く､権 利 はあってもユ ー ザ ーは 利 用 は できな

い 状 況にあ る。

さらに､ 有 料 配 信 の音 楽 著 作 権 使 用 規 定

は 決 まったものの､ 無 料 の 場 介はまだ 決 まっ

てい ない 。

特 に難しいのは 個 人のホームペ ージで 青楽

を 利 川 する場 合の 使 用 料 だが､ レコードや 出

版の 場 合､ 私 的 利 用 範 囲が 比 較 的 広く解 釈

されている。商業 的 な海 賊 行 為をしなければ 、

私 的 利 川 の 複 製 等は 自 山 にすることが 実 質

上 許 されてい るのだ。しかし佃 人 のホ ームペ

ージなどで 公 開されてい れば､ 私 的 利 用 の 範

囲を逸 脱していると解 釈 される。つ まり､ 著 作

権 使 用 料 を払 うなど の 許 諾 が 必 要 になるの

だ｡ しかし､ デ ジタル時 代 の 私的 利 用 範 囲 の

認 定 や 解 釈 は､ もう少し 技 術の 進 歩 や 普 及

の 度 合いを 見てから決める必 要が あるだろう。

アメリカでは ストリーム配 信 は 基 本 的 に 強

制 許 諾 に 近い 。音 楽( レコード) の インター ネ

ットにお ける｡1 次 利 用 も日 本ほど 難しくない

表1　インターネット音楽配信に関する主な項目

ため､ 数 多くの 魅 力 的 な 音 楽 関 連 サ イトが

あ る。

そ れ に比 べ て 、日 本 の 音 楽 サ イトは 貧 弱

であ る。現 在 インターネットの ホー ムペ ージで

音 楽 をＢＧＭ として利 用したくても､ また インタ

ー ネットで 音 楽 関 連 ホ ームペ ージを 企 画して

音 楽 を紹 介したくても､ 事 実 上 利 用 す るルー

ルや システムが 整 備 されてい ない ため､ テレ

ビ や ラジオ 放 送 のように 自 山 に 音 楽 を配 信

できない か らだ 。

NMRC とJASRAC 間 で 残 され た 著 作 権

問 題を 迅 速 に 解 決 す ることが､ インターネット

が 本 肖 の 意 味 で 世 界 に 通じる 文 化 メデ ィア

として 発 艇 す るために 必 要 だろう。

(佐々木 隆 一NMRC 代 表 世 話 人

／ 日 本 楽 譜 出版 協 会 会 長

／ 音 楽 電 子 事業 協 会 理 事

／ 株 式 会社リットーミュージック会 長

／ 株式会社ミュージック･ｼｰｵｰ･ ジェーピ ー会長)

表2　有料のインタラクティブ配信に

関する暫定合意内容
タウノロード配信 1囲7円または陬売愼悟の7垢

(10% の加算あり。広告収入

がある場合はまた異なる)

ストリ ーム配信 音楽専用 3.5％

一般 2.5％

ニュース、スポーツ １％

日付 項目 内 容

1997年4 月 ミュージック･シーオー･ジエーピー(MCJ) による

デジタル権利センター構想

データのダウンロード時､｢デジタル権利センター｣にアクセスし､コンァンツ中に著作者や便用者などの情報を埋め

込む。これによってコンテンツの不正利用を防ぐ

1997年11月 ダイアモンドマルチメディア社によるR10販売(米国) 携帯型MP3 プレーヤー。販売3ヶ月で15万台以上のヒット

1997年12月 リキッドオーディオ社(米国)のダウンロード配信

システム発売

CD 音質のオーディオファイルを圧縮、暗号化して配信し．ユーザーは専用プレイヤーソフト(無料ダウンロードでき

る)で聴くことができる。ファイルは暗号でプロテクトされているため、不正コピーできない

1998年4月 ブイシンク社による音楽配信K10SK 構想 音楽の自動販売機｢ミュージックPOD｣ に､光ファイバー経由で音楽データを受信し､それを持参したMD へとダウンローﾄﾞ

し､購入させる( その他5社以上から同様の計画があるが、レコード協会やレコード商組合との調整から大幅

に実用化が遅れている)

1998年4 月 AT&T の子会社a2b musicによるa2b音楽配信ダ

ウンロード配信システム発売(米国)

CD 音質のオーディオデータを圧縮し、1曲ごとに暗号化して配信する。クレジットや歌詞を同時に表示 することも可

能

1998年4月 SAEHAN 社によるMpman 販売(韓国) MP3(MPEG Audio Layer3) というCD 音質の圧縮されたオーディオファイルをポータブルＣＤ／ＭＤプレイヤーのよ

うな携帯型MP3 プレーヤーで聴く。世界中に普及し、新しい時代の到来を予感させた

1999年2月 SDMI 活動開始 全米レコード協会(R¶AA)とアメリカ音楽業界最大手の5社が共同で設立した、インターネットを通じて安全に音楽を配

布･販売できるフォーマットの確立に向けたプロジェクト。約200ﾈ土が参加

1999年3月 IBM のマジソン計画発表 大手音楽会社と共同で最低6ヵ月間､ 米国サンディエコ市で音楽配信システムの実験をする。モニター1000所帯に､ア

ルバム中心のダウンローﾄ販゙売を進める。テストが終了する頃には､2,000から2,500のアルバムタイトルを提供する予定

1999年3月 ソニーのマジックゲート構想 対応機種とメディアの間で､お互いが著作権保護に対応しているかどうかを認証し合う音楽権利保護システム

1999年4月 CS を利用した音楽配信(ソニー系)構想 CS( 通信衛星)を使った音楽ソフトの配信実験を開始する(ビクター系は9月から同様の実験を開始予定)

１１６ ◆ インタ ーネット白書' ９９
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