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あ ら ま し 近年， 教材と して の デジタル ・ コン テン ツが 頻繁に 開発さ れ る よ う に なっ て お り ， 学習コン テン ツの レ ポ

ジトリ ー が 組織単位 で 構築さ れ る 兆しを 見せ て い る ． そ の よ う なレ ポ ジトリ ー に 蓄積さ れ た 学習コン テン ツを 再利用

す る 場合など ， クリ ア さ れ る べ き 重要な問題と して ， 著作権が あ る ． 本稿で は ， 学習コン テン ツの 利用に 関 す る 著作

者の 意 向を 表現で き る よ う に す る た め ， 学習コン テン ツの 標準規 格 で あ る SCORM の 拡張 XMLスキー マ を 定義 す る ．

ま た ， そ れ に 基 づ い て 記 述さ れ た 著作権デー タを 著作権管 理システム へ イ ン ポ ー トす る モ ジュ ー ル を 開発し， 分散学

習コン テン ツに 対す る 利用許諾を オン ラ イ ン で 取得で き る よ う に して い る ． こ の システム の 特徴と して ， 著作権法の

権利制限を 適切に 取り 扱 う こ と が あ げ ら れ る ．
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Abstract Recently, digital contents are often developed as instructional materials. Some educational institutions are going

to build repositories of learning contents. When we reuse digital contents from those repositories, negotiations on copyright

clearance often arise as important tasks. In this paper, we define an XML schema extending the Sharable Content Object

Reference Model (SCORM) so that authors can express their intention on exploitation of the digital contents. We have also

developed the module which imports metadata written in the XML schema from distributed repositories to a copyright man-

agement system. As a result, the system allows instructors to obtain license to exploit the distributed learning objects through

the Internet. In particular, we show that the system appropriately handles limitations on rights in Japanese Copyright Law.
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1. は じ め に

イ ン ター ネット等の 情報通信技術の 発展に 伴い ， そ れ を 利用

した 遠隔 教育 が 現実化し， 教員 自ら が 学習コン テン ツを 勢力的

に 開発して い る ． ま た ， 対面授業に お い て も ， 多様な学生に 対

して 効果的な授業を 展開しよ う と ， コン テン ツを 自ら 制作し利

用す る こ と が 頻繁に 行なわ れ る よ う に なっ て き て い る ． こ の よ

う な現状に お い て ， 教材開発の た め に 再利用可能な学習コン テ

ン ツの 流通の ニー ズが 急 激に 高ま っ て き て い る ．

学習コン テン ツを 用い た 教育 は ， 広い 意 味で の e-learning で

あ る が ， 学習リ ソー スの 一 元管 理， 学習者の 学習履歴管 理等

の 環 境を 提供す る システム で あ る LMS(Learning Management

System) に よ る 学習を e-learning の 定義 に 使う 場合も あ る ． LMS

は ， 通常の WWWサー バ と 違い ， 学習者の 学習履歴を 管 理し，

学習者に 適応して コン テン ツの 提示順序を 制御す る など の 拡張

機 能を 有して い る も の も あ り ， LMS の 種類に よ っ て 学習コン テ

ン ツの 互換 性が 損なわ れ る 事態が 予想さ れ ， e-learning技術標準

化団体 ADL(Advanced Distributed Learning Initiative) が ， LMS

の コン テン ツ標準規 格 と して ， SCORM(Sharable Content Object

Reference Model) [1] を 開発して い る ． SCORM で は ， 学習コン

テン ツに IEEE-LTSC学習オブ ジェクトメ タデー タ (LOM) を 付

与す る と 共に ， 学習文脈か ら の 独立性を 要件と し， 再利用可能

性を 高め よ う と して い る ． つ ま り ， SCORM 規 格 に 適合した 学

習コン テン ツの リ ポ ジトリ ー か ら ダウ ン ロ ー ドした コー スウ ェ

ア 全体や そ の 一 部で あ る 素材に つ い て は ， そ の 規 格 を サポ ー ト

した LMS に よ っ て ， 技術的に は 何の 問題も なく ， 再利用で き

る よ う に なっ て い る ．

しか しなが ら ， 他人の 著作物で あ る コン テン ツを 再利用す る



際に 発生す る 大き な問題と して ， 著作権の クリ ア が 挙げ ら れ る ．

す なわ ち ， 著作権法の 権利制限規 定に あ た る か ど う か チェック

し， そ う で ない 場合， 著作権者か ら 利用の 許諾を 得る 必要が あ

る ． こ の 手続き は 著作権処理と 呼ば れ る が ， 権利制限規 定に 当

た る か ど う か を 適切に チェックす る こ と は ， 法律の 専門知識と

経験が 必要に なる ． さ ら に 利用の 許諾を 得る 交渉に は ， 一 般に ，

煩瑣な労力と 時間 を 費や す ．

こ の よ う な問題に 対して ， 汎用デジタル ・ コン テン ツの 著作

権管 理に 関 す る 研究 は 従来よ り 種々 なさ れ て い る ． ま ず ， 超流

通 [2] が あ げ ら れ る ． こ れ は ， 使用の 量に よ り 課金を 施す 方式

で あ る ． ま た ， コピ ー マ ー ト [3] は ， 著作権許諾料等の 取り 引

き 条件等を 蓄積した 著作権デー タベ ー スと 著作物の コピ ー を 入

手す る こ と の で き る 著作物デー タベ ー スか ら 構成さ れ る モ デ

ル で あ り ， 利用者が コピ ー の 入手に よ っ て 権利者に 対価が 支払

わ れ る こ と を 実現しよ う と す る 法モ デル で あ る ． さ ら に 近年の

XML の 普及 に 伴い ， 標準化を 目指した 著作権記 述言語の 仕様

も 種々 提案 さ れ て い る ． 例え ば ， cIDf は ， ネットワ ー ク上を 流

通す る す べ て の デジタル ・ コン テン ツに ユ ニー クな識別子で あ

る “コン テン ツ ID” を 付与す る こ と に よ っ て 著作権管 理を 実現

す る 標準技術仕様を 検討す る 会員 組織で あ り [4]， メ タデー タ

仕様も 公開さ れ て い る ． ま た ， XrML [5] は ， OASIS権利言語

技術委 員 会で 使わ れ ， さ ら に MPEG-21 の 権利記 述言語の 基 本

ア ー キテクチャ に も 選ば れ て い る ． 本稿執筆時点， MPEG-21

Rights Expression Language FCD [6] が 参照で き る ． こ の よ う な

汎用デジタル ・ コン テン ツの 権利記 述言語の 動向を ベ ー スに ，

IEEE LTSC DREL(Digital Rights Expression Language) ワ ー キン

グ・ グル ー プ が ， 教育 ・ 訓練領域 に お け る デジタル 権利記 述言

語の 標準化に つ い て ， 検討を 開始して い る と こ ろ で あ る ．

一 方， 教育 を 実践す る 教員 を 利用対象と した 学習資源の 著作

権管 理の 仕組みと して ， 著作権法の 権利制限規 定を 考慮す る こ

と が 重要で あ る ． 歴史的に みて も ， 著作権法 35条 (学校そ の 他

教育 機 関 に お け る 複製)等の 権利制限規 定は ， 授業を 実際に 展

開す る 際に 重要な役割 を 果して き て い る ． しか しなが ら ， 従来

の 著作権管 理システム の 研究 に お い て ， 著作権の 制限規 定の 特

別な取り 扱 い が ， 基 本と して 設定さ れ て い ない の が 実情で あ る ．

筆者ら は ， 蓄積型の 著作権管 理システム [7], [8] を 既 に 開発し

公開実験を 行なっ て い る ． こ の システム は ， 教育 機 関 の 教員 ら

の 職務に 関 連して ， よ く 発生す る 使用目的・ 利用形態に 限定し

た 範囲 内で は あ る が ， 著作権法の 権利制限規 定に よ る 配信と 権

利者の 意 向に 基 づ く 利用許諾に よ る 配信を 管 理す る 機 能を 有す

る ． こ の よ う な蓄積型の システム は ， 利用の 許諾か ら ア クセス

制御， 不正利用抑止機 能ま で 統一 的に 管 理す る こ と が で き る と

い う 利点が あ る 反面， 著作者に と っ て は ， 別組織が 運 営 す る 配

信サー バ に 搭載す る と い う 非日常的な行為 を 行なわ なけ れ ば な

ら ず ， 搭載す る コン テン ツを 収集す る こ と が 難しい と い う 問題

が 明ら か に なっ て き た ． こ の よ う な問題に 対して ， 著作者の 周

辺に あ る レ ポ ジトリ ー か ら ， 新規 の コン テン ツの メ タデー タを

著作権管 理システム に 自動登録さ せ ， 分散学習コン テン ツの 著

作権管 理を 行なわ せ る ， い わ ば ポ ー タル 型の 著作権管 理システ

ム に 発展さ せ る こ と は 有効と 思わ れ る ．

こ の よ う な背景の も と ， 本研究 の 目的は ， SCORM 規 格 に 基

づ く 分散学習コン テン ツに 対して ， 著作権の 制限規 定の 特別な

取り 扱 い を 考慮した 著作権管 理システム を 開発し， レ ポ ジト

リ ー 間 の 横断検索や LMS の 相互互換 性に 加え ， 著作権処理の

支援 も 含 め た 学習コン テン ツの 再利用性向上を 目指す も の で あ

る ． 本稿で は ， ま ず ， 提案 す る システム の 全体構成を 示し， そ

れ と 共に SCORM 規 格 の 概要に つ い て 示し， そ の 規 格 の メ タ

デー タだ け で は ， こ の 目的を 達成す る た め に は 不十分で あ る こ

と を 説明す る (2章)． 続い て ， 著作権管 理に 不足す る メ タデー

タを 記 述で き る よ う ， SCORM メ タデー タ規 格 を 拡張す る XML

スキー マ を 提案 す る (3章)． さ ら に ， こ の 拡張さ れ た SCORM

規 格 の メ タデー タを 著作権管 理システム の デー タベ ー スに イ ン

ポ ー トす る モ ジュ ー ル に つ い て 説明す る (4章)． こ の イ ン ポ ー

トさ れ た メ ー タデー タに 基 づ き ， 学習コン テン ツの 利用者が オ

ン ラ イ ン で 行う 利用申請を 自動処理す る 制御部に つ い て 示す (5
章)． さ ら に ， 実装した システム を 用い た 実験の 結果と そ の 考察

に つ い て 記 述す る (6章)．

2. 全体構成と SCORM の 概要

図 1 に ， 提案 す る 分散学習コン テン ツの 著作権管 理システム

の 利用環 境の 一 例も 含 め た 全体構成を 示す ．
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図 1 分散学習コン テン ツの 著作権管 理システム の 構成

Fig. 1 Architecture of Digital Rights Management System for Dis-
tributed Learning Objects

E-learning を 実施す る に 当た り ， 担当教員 (図 1 中， Faculty

Member 1) は ， 通常， オー サリ ン グツー ル (図 1中， Authoring

Tool 2) 等を 用い て 必要な学習コン テン ツを 編集す る ． 著作さ

れ た 学習コン テン ツは ， コー スと して 編集さ れ る ． こ の コー

スは 教材配信や 学習管 理機 能を 有す る LMS(図 1 中， Learning

Management System 3)等に よ り ， オン ラ イ ン ・ コー スウ ェア と



して 学習者 (図 1中， Online Learners 4) に 配信さ れ る ．

SCORM 規 格 に 対応した LMS の 場合， コー スは ， SCORMコ

ン テン ツパ ッケー ジン グに 基 づ き ， そ の 要素を zip等の ア ー カ

イ ブ 形式で 表現した パ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル (図 1中， Package

Interchange File(PIF) 5) で あ る ． コン テン ツパ ッケー ジン グの 要

素は ， 次の 二つ を 含 む [1]:
� マ ニフ ェストフ ァ イ ル (imsmanifest.xml) と 呼ば れ る パ ッ

ケー ジの コン テン ツ編成と 資源を 記 述す る XML文書，
� マ ニフ ェストで 参照さ れ る 物理フ ァ イ ル ．

なお ， SCORMコン テン ツパ ッケー ジン グは ， IMSコン テン ツ
パ ッケー ジ規 格 [9] の 応用事例で あ る ． こ の 規 格 に 基 づ い て ，

マ ニフ ェストフ ァ イ ル を 記 述す る た め に 定義 さ れ た タグは ， 名

前空間 �������
	����������� ��������������� ��!� ���#"���$%�'&(�#���)�' *� �+�#�#�*,.-/�0-1�32
に 属して い る も の と して い る ． 以 下， 特に ， 名前空間 を 明示し

ない が ， そ の 必要が あ る 場合， こ の 名前空間 を imscp と い う 名

前空間 接頭辞で 表現す る ．

マ ニフ ェストフ ァ イ ル に お い て ， resources要素の 内容で 0回

以 上繰り 返さ れ る resource要素で そ の コー スの 資源に 関 す る 情

報を 記 述す る ． オブ ジェクト (学習コン テン ツ) は ， resource要

素の 子要素と して 0 回以 上繰り 返さ れ る file 要素の href 属性

の 値で 指定さ れ る ． そ の オブ ジェクトに 関 す る メ タデー タは ，

resource要素の 子要素と して ， 高々 1個出現す る metadata要素

の 内容で 指示さ れ る ． す なわ ち ， metadata要素の 内容と して イ

ン ラ イ ン 記 述さ れ る か ， そ の metadata要素の 子要素 location の

内容と して URI で 指定さ れ る か の い ず れ か で あ る ． なお ， こ

の location要素は IMSコン テン ツパ ッケー ジン グ情報モ デル の

ADL 拡張で あ る ． こ の ADL拡張に よ っ て 定義 さ れ た タグは ，

名前空間 ���*���4	0���������� 5(&7698:�'�!� ���#"���$%�'&(�+5(&76� *� ��#�#�*,.-/�32 に 属
して い る も の と して い る ． 以 下， こ の 名前空間 を 明示しない が ，

そ の 必要が あ る 場合 adlcp と い う 名前空間 接頭辞で 表現す る ．

SCORM メ タデー タ XML バ イ ン ディ ン グは ， IMS学習資源
メ タデー タ XML仕様に 基 づ い て い る [1]． こ れ に 基 づ い て ， メ

タデー タを 記 述す る た め に 定義 さ れ た タグは ， 名前空間

���*���
	7��#�����;� ���)�!"�6��#<!5(6�� ���#"���$%�'&(�#���)�=��& �+�#�#�*,.-/�32>�0-

に 属して い る も の と して い る ． 以 下， こ の 名前空間 を 明示しな

い が ， そ の 必要が あ る 場合 imsmd と い う 名前空間 接頭辞で 表

現す る ． IMS学習資源メ タデー タ XML仕様に お い て 定義 さ れ

て い る 項目に つ い て ， 教育 資源と して 再利用可能なよ う に ， 資

源の 属性・ 特徴を 総括 して 記 述す る 一 般的な情報 (general)， 資

源の 開発に 関 わ っ た 人物等に 関 す る 情報 (lifecycle)， 技術的事

項 (technical)， 教育 的事項 (educational) や 他の オブ ジェクトと

の 関 係 (relation)等に つ い て 記 述す る 項目が 用意 さ れ て い る ．

こ れ ら の う ち ， general要素の 子要素に は ， 資源に 与え ら れ た

名前を 記 述す る title要素， 資源の 内容に 関 して 記 述す る descrip-

tion要素， 資源の 属性や 特徴を 表す キー ワ ー ドあ る い は フ レ ー

ズを 記 述す る keyword 要素が 設け ら れ て い る ． ま た ， lifecycle

要素の 子要素と して ， 資源の 開発に 貢献した Author(製作者)等

の 情報を 記 述す る contribute 要素が 設け ら れ て お り ， さ ら に ，

technical要素の 子要素と して ， 資源に ア クセスす る た め に 使用

す る URL や URI等を 記 述す る location要素も ま た 用意 さ れ て

い る ．

こ の よ う に ， パ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル に は ， マ ニフ ェストフ ァ

イ ル と そ れ に よ っ て 参照さ れ る 物理フ ァ イ ル と が 含 ま れ る ． こ

の 物理フ ァ イ ル に つ い て ， file要素の href属性で 指定さ れ る オ

ブ ジェクト・ フ ァ イ ル や metadata/location要素で 指定さ れ る メ

タデー タ・ フ ァ イ ル が 含 ま れ る ． した が っ て ， パ ッケー ジ交換

フ ァ イ ル を 展開し， そ こ に 含 ま れ る 資源お よ び そ の メ タデー タ

を 解析し， デー タベ ー ス等に 格 納して お け ば ， 比較 的容易 に 資

源検索の 機 能を 有す る 学習オブ ジェクトの レ ポ ジトリ ー (図 1

中， Learning Object Repository 6) を 構築で き る ．

こ こ で ， 別の 教員 (図 1中， Faculty Member 7) が ， そ の レ ポ

ジトリ ー で ， 再利用した い と 思う 素材を 見つ け た と す る ． オー

サリ ン グツー ル (図 1 中， Authoring Tool 8) や LMS(図 1 中，

Learning Management System 9) が 標準化さ れ た コン テン ツパ ッ

ケー ジン グ規 格 等を サポ ー トした も の で あ れ ば ， そ の レ ポ ジト

リ ー か ら そ の 素材を 含 む パ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル (図 1中， PIF

10) 等を ダウ ン ロ ー ドし， そ の ま ま ， オー サリ ン グツー ル に 取

り 込み編集す る と い っ た こ と が ， 技術的に は 容易 に で き る ． そ

して ， 担当の コー スウ ェア (図 1中， PIF 11) を 編集し， LMS を

通して オン ラ イ ン 学習者 (図 1中， Online Learners 12) に 配信で

き る ．

しか しなが ら ， 上記 の 行為 は ， 著作権法か ら 見た 場合， 複雑

で あ る ． 例え ば ， PIF 10 の 著作物が 公表さ れ た 著作物で あ り ，

担当す る 正規 の 授業の 過程で の 使用を 目的と して い る なら ば ，

必要と 認め ら れ る 限度の 複製が , そ の 著作者の 許諾なく 行なえ

る (著作権法 35条 1項（ 注1）， 以 下， 条文の 記 述は す べ て 著作権

法を 指して い る の で 法律名を 省略す る )． 正規 の 授業の 過程で の

使用を 目的と して 複製さ れ た も の の 配信に 関 して は ， プ ロ グラ

ム の 著作物以 外に つ い て ， 同一 構内に 限ら れ る 配信に 関 して は

権利が 及 ば ない (2条 1 項 7号の 2)． 例え ば ， 実験の 様子を 収

録した コン テン ツ等を 対面授業中の 教材と して ， 学習者の 端末

に 配信す る こ と は 許諾なく 行なえ る ． しか しなが ら ， 多数の 学

習者の 自宅に 配信す る た め に は ， そ の 著作者の 許諾が 必要で あ

る ． 一 般に ， 利用者は こ の 利用の 許諾を 得る た め に ， 煩瑣な労

力と 時間 を 費や す こ と に なっ て しま う ． さ ら に ， 著作者の 方も

ま た ， こ の よ う な利用許諾交渉に 応じ る 必要が あ り ， 同様で あ

る ． こ の よ う な著作権処理を 自動化す る こ と を 考え る ．

SCORM メ タデー タ XML仕様に よ れ ば ， 資源の 著作権や 利

用条件に つ い て 記 述す る 項目と して ， rights要素が 用意 さ れ て

い る ． こ の 要素の 子要素と して は 次の 三つ の 要素が 用意 さ れ て

い る ．

（ 1 ） cost: 資源を 利用す る た め に 使用料が 求 め ら れ る か ど う

か ． IEEE LOM ボ キャ ブ ラ リ : yes, no.

（ 2 ） copyrightandotherrestrictions: 著作権や 他の 制約が 資源

の 利用に 適用さ れ る か ど う か ． IEEE LOM ボ キャ ブ ラ リ : yes,

no.

（ 注1）： そ の 他， 営 利目的で 設置さ れ て い ない 学校そ の 他教育 機 関 で あ る こ と ， 著

作権者の 利益 を 不当に 害す る 場合を 除く こ と を 要件と す る ．



（ 3 ） description: 資源の 利用条件に つ い て の コメ ン ト．

こ こ で ， 著作権や 他の 制約が 資源の 利用に 適用さ れ ない と 記 述

さ れ て い る 場合， 問題なく 再利用で き る ． しか しなが ら ， 著作

権や 他の 制約が 資源の 利用に 適用さ れ る 場合が 多く ， そ の 場合，

description 要素 (オプ ショ ン で 設定さ れ て い る ) の 内容だ け で ，

著作権処理を 自動化す る こ と は 困難で あ る ． そ こ で ， 次章に お

い て ， SCORM メ タデー タ XML バ イ ン ディ ン グ仕様を 拡張す

る ． なお ， SCORM で は ， title， description， technical/location，

cost， copyrightandotherrestrictions は ， 必須の 要素と 定め ら れ て

い る ． こ こ に ， technical/location は technical要素を 親要素に も

つ location要素を 表す ． こ れ は ， 前述の metadata要素を 親要素

に も つ location要素と 区別す る た め 特に そ の よ う な記 述を して

い る ． 以 降， 一 般に $ 要素を 親に も つ ? 要素を $%��? と 記 述す
る こ と が あ る ．

3. 拡張XMLスキー マ

教育 機 関 に お い て 良く 発生す る と 思わ れ る 使用目的・

利用形態に 対して ， 利用許諾交渉を 自動化す る た め に ，

SCORM 仕様の 拡張に つ い て 説明す る ． ま ず ， 権利情報

を 記 述す る メ タデー タ中の 位 置に つ い て 述べ る ． 前記

の と お り ， SCORM で は rights 要素の 子要素と して ， cost,

copyrightandotherrestrictions, description を 用意 して い る が ，

SCORM の メ タデー タ記 述を 規 定して い る スキー マ 文書
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よ れ ば ， description要素の 後に ， あ ら ゆ る 名前空間 に 属す る 要

素が 0回以 上出現して も 良い と さ れ て い る ． そ こ で ， 拡張さ れ

た 要素を rights要素の 最後に 付け 加え る こ と と す る ． 拡張さ れ

る 要素が 属す る 名前空間 を
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そ の 名前空間 接頭辞を nimeccs と す れ ば ， こ の 拡張部分の 最上

位 要素は ， nimeccs:license で あ る ． 以 下， 特に 明示が 必要と 思

わ れ る 箇所を 除い て ， nimeccs を 省略して 記 述す る ． 図 2 に ，

こ の 拡張部分の 要素を 木構造で 示す ． 図中， 実線の 四角で 囲 ま

れ た も の は 要素， 点線の 四角で 囲 ま れ た も の は 属性を 示す ． ま

た ， 要素の 近傍に 付け ら れ た “?” は そ の 要素を 省略で き る こ と ，

“*” は 0回以 上の 繰り 返しを 許容す る こ と を 示す ． 図示す る と

お り ， 最上位 要素 license は ，

（ 1 ） digitalWork要素，

（ 2 ） condition要素 (高々 1回出現)，

（ 3 ） grant要素 (0回以 上出現)

なる 子要素を こ の 順序で 持つ ．

digitalWork要素に は ， そ の 資源を 著作権法か ら 見た と き の 特

徴が 記 述さ れ る ． そ の 子要素と して ， category要素が 1回出現

す る ． digitalWork/category要素の 内容と して ， そ の 資源の 種類

が 記 述さ れ る ． 資源の 種類と して ， 10 条 (著作物の 例示)等の

記 述に 基 づ い て 場合分け を 行なっ て い る ． 次に そ の 代表的なも

の を い く つ か 示す ．

d: 小説， 脚 本， 論文， 講演 そ の 他の 言語の 著作物,

i: 地図又は 学術的な性質を 有す る 図面， 図表， 模型そ の 他の

license
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condition

grant

category

useDuration

territory

indicationName

preservingIntegrity

purpose

action

additionalCondition

?

*

?

?

?

?

?

contactAddress

copy

図 2 拡張さ れ た 要素の 木構造

Fig. 2 Tree Structure of the Extended Elements

図形の 著作物,

j: 映 画の 著作物,

k: 写真の 著作物,

l: プ ロ グラ ム の 著作物．

digitalWork/category要素の 内容と して ， 上記 の よ う な選択肢う

ち か ら 最も 適合す る と 思わ れ る も の を 1 つ を 選択して ， d, i, ...,

l の よ う な記 号で 記 述す る こ と に す る (本稿で は す べ て を 明示し

ない が ， a,b, ..., n の 項目が 用意 さ れ て い る )． こ の デー タは ， 資

源に ど の よ う な権利 (支分権等) が 認め ら れ る の か を 管 理システ

ム が 判断す る の に 必須で あ る ．

condition要素に は ， そ の 資源を 使用あ る い は 利用す る 場合の

条件が 記 述さ れ ，

（ 1 ） useDuration要素 (高々 1回出現)，

（ 2 ） territory要素 (高々 1回出現)，

（ 3 ） indicationName要素 (高々 1回出現)，

（ 4 ） preservingIntegrity要素 (高々 1回出現)

なる 子要素を こ の 順序で 持つ ．

useDuration 要素の 内容は ， デフ ォル ト値を 365 と す る 正整

数で あ る ． こ の 正整数は ， 資源の 利用許諾を 与え る 場合に の み

用い ら れ ， 契約の 有効期 限を 設定す る た め の 日数で あ る ． す な

わ ち ， 利用許諾契約に 際して ， 資源の 利用を 許可した 日か ら

useDuration 要素の 内容で 示さ れ る 日数が 経過す る ま で 有効と

い う よ う な条件を 利用者に 提示す る た め に 用い ら れ る ．

territory要素は ， 利用許諾契約の 際に ， 特に ， 利用の 区域 等

を 限定す る こ と を 条件に した い 場合に 用い る ． そ の 内容と し

て ， 契約時に 利用区域 等の 限定と して 提示す る 文章を 記 述す る ．

territory要素が ない 場合， 利用許諾契約に 際して ， 利用区域 等

の 限定に 関 す る 条件は 特に 提示さ れ ない ．

indicationName要素は ， 19条 (氏名表示権) に 基 づ い て ， そ の

資源の 利用者か ら 公衆へ の 提供あ る い は 提示に 際して ， 表示す

る 著作者名を 指定す る 場合に 用い る ． そ の 内容は 表示す る 著作

者名を 表した 文字列で あ る ． 19条に よ れ ば ， 実名あ る い は 変名

を 表示す る こ と あ る い は 表示しない こ と と す る 権利を 著作者が

有して い る ． indicationName要素が ない 場合は ， 表示しない こ



と を 意 味す る こ と と す る ．

preservingIntegrity要素は ， 20条 (同一 性保持権) に 基 づ い て ，

そ の 資源を 改変して 用い る 場合の 条件を 記 述す る ． そ の 子要素

と して ， contactAddress要素が 1回出現す る ． contactAddress要

素の 内容と して ， そ の 資源を 改変して 用い る 場合に サン プ ル の

送付先を 文字列と して 記 述す る ． 例え ば ， 電子メ ー ル ア ドレ ス

あ る い は 住所氏名等で あ る ． 20条に よ れ ば ， 著作者の 意 に 反す

る 著作物の 改変を 加え る こ と は で き ず ， こ れ を 保証す る た め に

は ， 改変後の サン プ ル を 著作者に 送付し， 判断を 仰 ぐ 意 外に 方

法が 見当た ら ない ． こ の 要素が 出現す る 場合， 管 理システム は ，

資源を 利用す る 条件と して ， “改変して 利用す る 場合， サン プ

ル を 次の 連絡先に 送付す る こ と ” を 利用者に 提示す る ．

grant要素は ， 著作者が ， 許諾して も 良い と す る 使用目的， お

よ び そ の 使用目的に お い て 許諾す る 利用形態の 組が 記 述さ れ ，

さ ら に そ の 目的・ 形態の 組に つ い て ， 特別な許諾条件が あ れ ば

記 述さ れ る ． す なわ ち ， grant要素は ，

（ 1 ） purpose 要素，

（ 2 ） action要素，

（ 3 ） additionalCondition要素 (高々 1回出現)，

なる 子要素を こ の 順序で 持つ ．

purpose要素の 内容は ， 許諾して も 良い と す る 使用目的が 記

述さ れ る ． こ こ に 記 述で き る 使用目的に つ い て ， 利用者を 教育

機 関 の 教職員 に 限定して い る の で ， 著作物の 使用目的と して ，

次の 5項目を 設定して い る :

1: 教育 機 関 に お い て 教師が 自分の 授業に 使用,

2: 教材制作の た め に 使用,

3: 学園 祭で 使用,

4: 調査・ 研究 の た め に 使用,

5: 学会・ 研究 会で 使用．

使用目的 2 は ， 1 以 外， す なわ ち 自分の 授業だ け で は なく 他の

教員 も 使う よ う な教材を 開発す る 場合で あ る ． こ の 設定は ， 蓄

積型著作権管 理システム で 設定さ れ た 使用目的と 同じ で あ る ．

purpose要素の 内容は ， こ れ ら ， 1 か ら 5 ま で の 数字の い ず れ か

で あ る ．

action 要素の 内容は ， そ の 兄 purpose要素の 内容で 指示さ れ

る 使用目的に お い て 許諾す る 利用形態す なわ ち 行為 が 記 述さ れ

る ． こ こ で 設定した 行為 は 次の い ず れ か で あ る :

5 : そ の ま ま 示す ,

< : 大画面で 見せ る ,

& : 複製して 示す ,

� : 複製物を 作成して 配る ,
E

: 論文， 教材の 一 部に 取入れ て 利用す る ,

" : 送信す る ,

� : 複製して 使う ．
著作権法に お い て ， 対象が “公衆で あ る ” と い う 場合に ， 著作

者が そ れ を 行う 権利を 占有す る (逆 に 言え ば ， 対象が 公衆で な

け れ ば 著作権と い う 独占的な権利を 認め て い る わ け で は ない )

ケー スが あ る ． こ こ に ， 公衆と は ， 不特定の 者ば か り で なく ，

特定か つ 多数の 者を 含 む (2条 5項)． す なわ ち ， 少数の 特定者

に 対して 行う 行為 に ま で 権利が 及 ば ない 場合が あ る ． しか しな

が ら ， 多数の 者は ， 何人以 上の 場合を 指す の か ， 専門家に と っ

て も 非常に 難しい 問題で あ る ． こ の 問題の 回避お よ び 利用者側

の 分か り 易 さ の た め ， 行為 5.D�&FD/��D1" に お い て ， そ の 対象を “特

定者” と し， 特に 対象を “不特定者” ま で 許す 場合に は ， そ れ ら

の 行為 の 記 号の 後に “+” を 付け て 表現す る も の と す る （ 注2）． 特

定者を 対象と した 行為 5.D�&FD/�7D�" に お い て ， 実際に は 公衆に 該当
す る 多数の 特定者に 対して 利用さ れ る 場合も あ り ， 権利が 行使

で き る ケー スも 存在す る ． こ の 点に つ い て は ， 予め 著作者に そ

の 権利の 行使を 譲歩す る と い う 合意 が 得ら れ て い る こ と を 仮定

す る ． ま た ， 利用形態の 5.D�& に つ い て は ， 対象を 自分自身と し
た 利用形態 5(C(D�&7C を 設け る ．
なお ， 複製を 伴う 利用形態， 具 体的に は &FD���D1"3D/� で 始ま る 利

用形態に つ い て は ， 許諾しえ る 複製部数の 上限を 指定で き る ．

こ の 情報は ， purpose お よ び action要素の 親要素で あ る grant の

copy 属性に ， 非負整数 (デフ ォル ト値 0) と して 記 述す る ．

additionalCondition要素の 内容に お い て ， そ の 兄 action 要素

で 指示さ れ る 利用形態， さ ら に そ の 兄 purpose要素の 内容で 指

示さ れ る 使用目的に つ い て ， 特に ， 追加的な条件を 指定した い

場合に ， そ れ を 文章表記 す る ． す なわ ち ， そ の 使用目的・ 利用

形態に お け る 利用申請に 対す る 利用許諾契約に 際して の み， そ

の additionalCondition 要素の 内容が 追加的な条件と して 提示さ

れ る ． additionalCondition 要素が なけ れ ば ， 追加的条件が 特に

ない こ と を 示す ．

なお ， 後で 述べ る よ う に ， grant要素が ， ま っ た く 出現しない

場合で あ っ て も ， 著作権管 理システム に お い て は ， 権利制限さ

れ る 使用目的・ 利用形態に 対す る 利用申請に つ い て ， ア クセス

を 拒む も の で は ない こ と に 注意 さ れ た い ．

4. イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル

イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル は ， 予め 設定さ れ た URL か ら ， FTP，

HTTP あ る い は HTTPS (パ スワ ー ド認証が 要求 さ れ て も 良い )

に よ り ， パ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル （ 注3） を 取得し (図 1中， wget 13

で 示さ れ る 矢印 )， そ れ を 一 時的なディ レ クトリ に 展開し， そ の

中に 含 ま れ る マ ニフ ェストフ ァ イ ル を 解析す る ． こ の 解析処理

は 次の と お り で あ る :

（ 1 ） マ ニフ ェストフ ァ イ ル imsmanifest.xml を 解析し， 必ず

1 つ 出現す る resources要素の 内容に 対して ， 次を 実行す る :

（ a ） 0回以 上出現す る resource要素の 各内容に 対して ， 次

を 実行す る :

i. metadata要素が 出現す れ ば ， 次を 実行す る :
� metadata要素の 内容に ， imsmd:lom要素が 出現す る なら

ば ， imsmd:lom要素の 内容に 対して ， 次の メ タデー タ処理を 行

なう ．
� metadata要素の 内容に ， adlcp:location要素が 出現す る な

ら ば ， そ の 内容で 指定さ れ る フ ァ イ ル (メ タデー タフ ァ イ ル ) を

（ 注2）： 蓄積型著作権管 理システム で は ， シン グル クォー テー ショ ン 記 号を 付け

て 表して い た が ， XML で は ， そ の 記 号は ， 必ず エン ティ ティ で 表現す る 煩雑さ

が 生じ る の で ， 表現を 変更した ．

（ 注3）： zip ア ー カイ ブ 形式に 限定す る ． なお ， 実際の 学習コン テン ツ自体を 含 む

こ と を 要件と は せ ず ， メ タデー タだ け で あ っ て も 良い ．



読み込み， imsmd:lom要素の 内容に 対して ， 次の メ タデー タ処

理を 行なう ．

（ 2 ） こ の 解析処理が 終了した 時点で ， 取得した パ ッケー ジ

交換 フ ァ イ ル お よ び ， そ れ を 展開して 生成した フ ァ イ ル を 削除

す る ．

マ ニフ ェストフ ァ イ ル の 解析処理に お い て ， デフ ォル ト名前

空間 は IMSコン テン ツパ ッケー ジ規 格 (前記 名前空間 接頭辞で

表せ ば imscp) に 基 づ く も の で あ る ． ま た ， メ タデー タ処理は ，

メ タデー タを 解析し， 必要と す る デー タを 本システム の 関 係

デー タベ ー ス (以 下， 単に DB と 略記 ) に 登録す る 処理を 行なう ．

た だ し， imsmd:lom要素の 内容は 前記 した 拡張 XMLスキー マ

を 含 め て ， 妥当で あ る こ と を 仮定して い る ．

メ タデー タ処理は 次の と お り で あ る :

（ 1 ） general要素の 子要素に 対して ，

（ a ） title/langstring 要素の 内容お よ び description/langstring

要素の 内容を DB に 格 納し，

（ b ） 各 keyword要素に 対して ， そ の 子要素の langstring要

素の 内容を DB に 格 納す る ．

以 上の 処理を 図 1中の insert 14 の 矢印 で 示す ．

（ 2 ） 各 lifecycle/contribute 要素に 対して ， そ の 内容が Au-

thor に 関 す る 情報で あ る なら ば ， そ の 記 述の 順番に 従い ， 著作

者情報と して DB に 格 納す る (図 1中， insert 15 の 矢印 )．

（ 3 ） technical/location 要素の 属性 type が URI で あ る なら

ば ， そ の 内容を DB に 格 納す る (図 1中， insert 16 の 矢印 )．

（ 4 ） rights要素の 内容に つ い て ， cost要素の 内容が ， IEEE

LOMv1.0 ボ キャ ブ ラ リ を 用い て ， 資源を 無料で 利用で き る と

記 述さ れ て お り ， さ ら に ， copyrightandotherrestrictions 要素の

内容が ， 著作権や 他の 制約が 適用さ れ る と 記 述さ れ て い る なら

ば （ 注4）， nimeccs:license要素の 内容に 対して ， 次を 実行す る (以

下， デフ ォル ト名前空間 が 接頭辞 nimeccs で 表さ れ る も の と す

る ):

（ 5 ） digitalWork/category要素の 内容を DB に 格 納す る ．

（ 6 ） condition要素の 内容に 対して ，

（ a ） useDuration 要素の 内容， territory要素の 内容， indica-

tionName要素の 内容， preservingIntegrity/contactAddress の 内容

を DB に 格 納す る ．

（ b ） 各 grant要素の 内容に 対して 次を 実行す る :

i. purpose 要素の 内容を 使用目的， そ れ に 続く action 要

素の 内容を 利用形態と し， そ の 使用目的・ 利用形態に お け る 著

作者の 利用許諾に 関 す る 意 向を “可” と し， 複製部数の 上限に

grant要素の copy属性の 値を 登録す る ．

ii. additionalCondition 要素の 内容を そ の 使用目的・ 利用

形態に 対す る 利用申請が あ っ た 時に の み提示さ れ る 条件に 登録

す る ．

以 上の 処理は ， 図 1 に お い て ， insert 17 の 矢印 で 示さ れ る ．

なお ， 図 1 に 示す よ う に ， 登録さ れ た デー タは ， 著作者専用の

イ ン タフ ェー スを 介して ， イ ン ポ ー ト後， 随時， 参照お よ び 変

（ 注4）： SCORM で は こ れ ら の 要素の 記 述は 必須で あ り ， 本システム の 位 置付け

か ら こ の よ う な制約を 課して い る ．

更が 可能で あ る (図 1中， refer, update 18 の 矢印 )．

5. 利用申請の 自動処理

本著作権管 理システム の 利用者は ， 原則と して ， 教育 機 関

(営 利を 目的と して 設置さ れ て い る も の を 除く ) の 教職員 に 限定

して い る ． こ の よ う に 利用者を 制限す る た め ， 会員 制を 採用し

て い る ． す なわ ち ， 利用者と なる た め に は ， 氏名， 所属機 関 ・

団体， 所在地等の 情報を 入力し (図 1中， insert 19 の 矢印 )， 会

員 登録を 行なわ なけ れ ば なら ない ． 信頼で き る 電子認証局発行

の 電子証明書を 教員 個人が 持つ こ と は ま だ 一 般的で は なく ， 本

システム 利用時に お け る 認証機 構と して ， SSL(Secure Sockets

Layer)上の パ スワ ー ド認証を 採用して い る ． 管 理者は ， 会員 登

録情報の う ち 所属機 関 ・ 団体を 確 認し， イ ン ター ネット越 しに

入力さ れ た 氏名等の 情報の 真正性を 確 認す る た め ， パ スワ ー ド

を 郵送す る ．

本システム は ， 登録さ れ た 多数の 学習コン テン ツの 中か ら 所

望の 著作物を 探し出す た め に ， デー タベ ー ス管 理システム を 利

用した 検索エン ジン (図 1 中， Search Engine) を 有す る ． 会員

番号と パ スワ ー ドを 入手した 利用者は ， 前記 使用目的お よ び

利用形態の 中か ら 項目を 選択す る こ と に よ っ て ， 所望の 著作物

の 利用申請を 行なう (図 1 中， Application 20 の 矢印 )． システ

ム は ， こ の 利用申請に 対して ， 著作権法に 基 づ い て (図 1中の

Controller Based on Copyright Law に よ っ て )， オブ ジェクトへ

の ア クセスを 許可す る か ど う か を 判断す る ． システム が そ の 利

用申請を 行なっ た 会員 に 対して ， オブ ジェクトへ の ア クセスを

許可す る 場合は ， 次の い ず れ か の ケー スで あ る :

（ 1 ） 著作権法に 基 づ い て ， 許諾なく 利用で き る ケー スで

あ る ;

（ 2 ） そ う で なけ れ ば ， 著作者が 許諾す る と 表明して い る

ケー スで あ る ．

オブ ジェクトへ の ア クセスが 許可さ れ る 場合， 利用申請の 回答

と して ， メ タデー タと して 記 述さ れ た technical/location要素の

内容で 示さ れ る URI を 返す (図 1 中， Answer 21 の 矢印 )． そ

れ と 同時に そ の 利用履歴を デー タベ ー スに 記 録す る (図 1 中，

insert 22 の 矢印 )． 著作者は イ ン ター ネットを 介して 随時， そ れ

ら を 確 認で き る よ う に して い る (図 1中， refer 23 の 矢印 )．

なお ， 与え ら れ た 利用申請が ， 著作者の 許諾を 要す る ケー ス

で あ っ て ， そ の 著作者の 利用許諾に 関 す る 意 向に お い て 許諾す

る と 表明して い ない (“可” で ない ， あ る い は “可” で あ っ て も 申

請者が 入力した 複製部数が 著作者が 設定した 複製部数の 上限を

越 え て い る )場合に は ， 上記 処理は 行なわ れ ず ， 許諾で き ない

旨を 回答す る ．

6. 実験と 考察

Linux上で 動作す る 分散学習コン テン ツの 著作権管 理システ

ム を 開発した ． イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル は ， GNU Wget， Unzip

お よ び XML-SAX を 利用し， Perl に よ り 実装さ れ て い る ． そ の

他の 部分は ， 蓄積型著作権管 理システム [7], [8] を 再利用して 開

発して い る ． 著作者， 利用者お よ び 管 理者用の イ ン タフ ェー ス

は Apache-SSL を 用い ， Perl に よ る CGIスクリ プ ト等に よ り 実



現して い る ． ま た ， 関 係デー タベ ー スと そ の 検索に PostgreSQL

を 利用して い る ． こ の 開発した 著作権管 理システム が 妥当な動

作を 行なっ て い る か ど う か を 検証す る 実験と そ の 結果を 示し，

考察を 行なう ．

ま ず ， 実験に 用い た パ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル に 含 ま れ る メ タ

デー タフ ァ イ ル に つ い て ， 蓄積型著作権管 理システム に 既 に

登録さ れ て い る デー タを 自動的に XML に よ る メ タデー タフ ァ

イ ル と して エクスポ ー トす る モ ジュ ー ル も ま た 開発し， そ れ

が 生成した メ タデー タフ ァ イ ル ， あ る い は IBM Lotus Learning

Management System v1.0.2附属の Authoring Tool で 編集した メ

タデー タを 含 む マ ニフ ェストフ ァ イ ル を エディ タで 編集した も

の を 用い た ． こ の よ う に 作成した メ タデー タフ ァ イ ル の XML

スキー マ に 対す る 妥当性の 検証は ， Apache Software Foundation

で 配布さ れ て い る Xerces2 の Java版を 用い た ． 次は 実験に 用い

た メ タデー タフ ァ イ ル の 一 例で ， 本稿で 提案 す る 権利記 述の 部

分を 示す も の で あ る ．

<license>

<digitalWork>

<category>i</category>

</digitalWork>

<condition>

<useDuration>90</useDuration>

<territory>利用者の 学内に 限る </territory>

<indicationName>Y.OHTA, et al.

</indicationName>

</condition>

<grant copy="1">

<purpose>2</purpose><action>d</action>

</grant>

<grant copy="10">

<purpose>2</purpose><action>e</action>

</grant>...

<grant copy="10">

<purpose>4</purpose><action>g</action>

</grant>

</license>

なお ， “ �=�'� ” は grant要素の 同様な記 述を 省略した こ と を 示す ．

こ の よ う なパ ッケー ジ交換 フ ァ イ ル を 開発した イ ン ポ ー ト・

モ ジュ ー ル に 取得さ せ ， 本システム の デー タベ ー スに 正常に 登

録さ れ る こ と を 確 認す る 実験を 行なっ た ． 図 3 は ， 上記 権利記

述の 一 例を 含 む PIF を イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル に 入力さ せ ， 登

録さ れ た デー タベ ー スの 内容を 著作者イ ン タフ ェー スを 介して

提示した も の で あ る ． 著作物の 種類， 利用許諾日数等に つ い て

は ， 正常に 登録さ れ て い る こ と が 簡 単に 確 認で き る の で ， 次に ，

図 3中の 目的・ 形態の 表に つ い て 説明を 加え る ． 利用形態を 示

す 記 号は ， 基 本的に は 拡張 XMLスキー マ に お い て 示した 行為

に 設定さ れ た 選択肢で あ る が ， シン グル クォテー ショ ン 記 号は

“+” と 読み替え る も の と す る ． 本著作権管 理システム は ， 既 に

開発し一 般に 公開して い る 著作権処理相談システム [10] の 知識

図 3 イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル に よ っ て 登録さ れ た デー タの 例

Fig. 3 Example Data Constructed by the Import Module

ベ ー スを 利用して い る ． イ ン ポ ー トさ れ デー タベ ー スに 登録さ

れ た 著作者に よ る 権利記 述は ， こ の 知識ベ ー スを 介して 提示さ

れ る ． こ の 提示さ れ て い る 意 向が 著作物の 利用申請を 行なっ た

者に 対す る ア クセス制御に 適用さ れ る ． 図 3中の 目的・ 形態の

表に お い て ， “◎ ” で 示さ れ た 目的・ 形態は ， こ の 知識ベ ー スに

基 づ い て ， 権利制限さ れ る ケー スを 含 め て ， 法的に 著作者に 利

用の 許諾を 得ず に 使用で き る ケー スを 示して い る ． た だ し， 前

記 の と お り ， 権利行使で き る 多数の 特定者を 対象と した 利用に

つ い て ， 権利行使しない 旨の 合意 が と れ て い る 部分も ま た 含 ま

れ て い る こ と に 注意 さ れ た い ． 同表に お い て ， 空白の 目的・ 形

態の 箇所は ， そ の 使用目的で は 通常起 こ り 得ない 利用形態を 示

して お り ， 利用申請に お い て は そ の よ う な組み合わ せ は 表示さ

れ ない ． 同表に お い て ， “○ ”(図 3 の 例で は 存在しない ) ま た は

- 以 上の 数が 配置さ れ た 目的・ 形態は 著作者の 利用許諾の 意 向
が “可” で あ る こ と を 示して い る ． こ こ で ， 数は 複製を 伴っ た

利用形態で 許諾す る 複製部数の 上限を 表す ． 権利記 述の 例で は ，

使用目的 2 に お い て - 部ま で の 複製を 伴っ た 利用形態 & を 許諾
す る 等， 著作者の 意 向が 表現さ れ て い る が ， 図 3 に 示す よ う に

正常に デー タが 登録で き て い る こ と が 確 認で き る ． なお ， 同表

に お い て ， “× ” ま た は C が 配置さ れ た 目的・ 形態は 著作者の 利
用許諾の 意 向が “可で ない ” こ と を 示して い る ．

次に ， イ ン ポ ー ト・ モ ジュ ー ル に よ っ て デー タベ ー スに 登録

さ れ た 分散学習コン テン ツに 対して 利用申請を 行ない そ の 応答

を 確 認す る 実験を 行っ た ． 図 4 は ， 図 3 に 示す 著作者の 意 向を

も つ コン テン ツに 対して 利用申請を 行なっ た も の の う ち ， ア ク

セスが 許可さ れ た (location が 利用者に 提示さ れ た )ケー スの 利

用履歴を 示す も の で あ る ．

以 下， 図 4 に 示す 利用履歴を 用い て ， 本著作権管 理システム

が 著作権法の 権利制限規 定を 考慮した 妥当なア クセス動作を

行なっ て い る か に つ い て 考察す る ． 同図の 表に お い て ， 1列目

が チェックボ ックスに なっ て い る 行は ， 著作者の 意 向に 基 づ き

利用の 許諾を 与え た 利用履歴を 示す ． そ う で ない 行は ， 著作権

法に 基 づ く 制御部が 許諾不要と 判断し， 利用者に ア クセスを 許

した 履歴で あ る ． 図 3 の 目的・ 形態の 表に お い て ， “◎ ” ， “○ ”

あ る い は - 以 上の 数で 示さ れ る 目的・ 形態に 一 致す る 利用申請
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Fig. 4 Example Data in License Records

を 行っ た 場合に つ い て だ け ， ア クセスが 許可さ れ て い る ． た だ

し， - 以 上の 数で 示さ れ る 目的・ 形態に 一 致す る 利用申請の 場
合， そ の 数以 下の 複製部数を 指定した と き だ け で あ る ． こ れ に

よ り ， ア クセス制御が 機 械的に 正常に 行わ れ て い る こ と が わ か

る が ， 法的に 見た 場合に つ い て ， 特に ， 図 4 に 示す 利用履歴の

表の 3， 4行目の デー タに つ い て 考察す る ．

3 行目は ，「 4. 調査・ 研究 の た め 」 に 「 g.特定者に 送信す る 」

と い っ た 利用申請で あ る ． こ の 利用形態は 特定少数の 者を 対象

と して い る 場合， 23条 1項 (公衆送信権) に 該当せ ず ， 何ら 著作

者の 権利は 働か ない ． た だ し， 送信す る た め に は 複製を 伴う た

め 21条 (複製権) が 適用さ れ 権利行使で き る ． した が っ て ， 著

作者の 意 向に 基 づ き 利用の 許諾を 与え て ア クセス可と 判断して

い る の は 妥当で あ る ．

次の 4 行目は ， 目的が 異 なり ，「 1． 教育 機 関 に お い て 教師が

自分の 授業に 使用」 す る 目的に なっ て い る ． こ の 場合， 複製権

は 35 条 1項で 権利制限さ れ ， 特定少数の 者を 対象と して い る

場合に は ， 著作者の 意 向を 参照せ ず ， ア クセスを 許可して い る

の は 妥当で あ る ． 多数の 特定者を 対象と して い る 場合に ， 有効

と なる 23条 1項 (公衆送信権) に つ い て は ， 前記 「 公衆に 該当

す る 多数の 特定者に 対して 利用さ れ る 場合に 権利が 行使で き る

よ う に なる ケー スに つ い て ， 著作者は そ の 権利の 行使を 譲歩す

る と い う 合意 が 得ら れ て い る 」 と い う 仮定に 基 づ い て い る ． こ

の 仮定は ， 誰も 事前に 何人か ら が 公衆の 範疇に 入る 特定者か と

い う 問に 正確 に は 答え ら れ ない こ と ， さ ら に ， そ れ を 再利用し

開発した 教材が ， 実際に e-learning を 実施す る 際の 受講者の 数

に よ っ て は 使え ない と い っ た 不都合を 生じ さ せ ない と い う 点で

妥当と 思わ れ る ． 特に ， 本システム に 登録す る 学習コン テン ツ

の 著作者も ま た 高等教育 機 関 の 教員 ら が 制作し， ま だ ， 営 利を

目的と した 流通機 構に 載っ て い ない も の を 主に 対象と す る の で ，

こ の 合意 も ま た 得ら れ 易 い の で は ない か と 考え て い る ． なお ，

授業の 行わ れ て い る 主会場で 用い ら れ て い る 教材を 副会場で 同

時に 受け る 学習者に 生中継す る と い う 制限付き で ， 多数の 特定

者に 送信す る 場合が ， 2004年か ら 35条 2項に よ っ て 権利制限

さ れ る よ う に なっ て い る ． こ れ に よ っ て ， 本システム を 利用す

る 際， 著作者が 権利行使の 譲歩を しなけ れ ば なら ない 範囲 は 縮

小さ れ て い る ．

7. ま と め

以 上， SCORM 規 格 の 著作権に 関 す る 拡張 XMLスキー マ を

定義 し， そ れ に 基 づ く 分散学習コン テン ツに 対して ， 特に 教育

機 関 の 教員 ら に 適用さ れ る 著作権の 権利制限規 定を 考慮して

著作権の 管 理が 行え る システム に つ い て 述べ た ． 本拡張 XML

スキー マ に 基 づ く 権利記 述は ， 特に 広範囲 の 利用の 許諾を 意 図

しない 場合は 著作物の 種類を 指定す る だ け で あ り ， SCORM 規

格 に 基 づ く メ タデー タフ ァ イ ル が あ れ ば 容易 に 拡張情報を 追加

で き る も の と なっ て い る ． そ の 場合， 著作権法に 基 づ い て 権利

制限さ れ る ケー スに つ い て の み著作物の 利用を 許す こ と に な

る ． だ だ し， 多数の 受講者へ の 配信等， 若干 の 権利譲歩の 合意

が 必要で あ る こ と は 注意 を 要す る 点で あ る が ， そ の よ う な合意

を 促す 本拡張 XML スキー マ お よ び 本著作権管 理システム は ，

e-learning 用の 教材と して 再利用を 促進す る た め に 有効で あ る

と 思わ れ る ．

今後は ， 拡張部分に 関 す る メ タデー タ編集ツー ル を 開発し，

既 に 開発さ れ 一 般に 公開さ れ て い る 蓄積型著作権管 理システム

(https://cinime.nime.ac.jp/) と 融合さ せ ， 実用化試験を 行なう 予

定で あ る ． ま た ， 著作権の 移 転を 考慮した 著作権管 理， 使用料

等の 金銭の 流通を 考慮した 著作権の 管 理お よ び 国外へ の 流通を

検討す る こ と は 今後の 課題で あ る ．
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