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〈 概要 〉 イ ン タ
ーネ ッ トが 発達 した現代社会 に お い て，著作権教育 の 重 要 性 は 高ま っ て い る．学

校教育外におけ る青少年教育活動 で 直面す る著作権等 の 問題 に つ い て は，こ れ ま で 情報や教材は

少な か っ た と思わ れ る が，今般，こ の よ うな問題 を取 り扱 っ た教材の 作成に関与す る 機会 があ っ

た の で，こ れを紹介する と共 に，今後 の 課題 を検 討す る，

〈 キ ーワード 〉著作権，法律，侵害

1 ．は じめに

　わが国 の 著作権法 は，著作権 の 保護対象とな

る 著作物 の利用行為を列挙 し，他人が無断 で か

か る利用 を行 っ た 場合に は，原則 と して こ れ ら

の 権利 の 侵 害になる と しつ つ ，一定 の 場 合には

著作権 の 効力 が及 ばず，違法 とは評価 されな い

とい う枠組 み を採用 し て い る ．

　 し か し、実際の 事案に著作権法 を 当て は め て

み る と，弁護士 そ の 他の 法律家で あっ て も，違

法か 否 か の 判断 に 迷 う場合も少 なくは 無 い ，

　 そ も そ も利 用 し よ う とす る 他人 の コ ン テ ン

ツ が 著作権法 上 の 著作物 に該当す る の か ，著作

権 の 保護対 象 とな る 利 用行 為 に 該 当す る の か

（特 に，あ る 著作物 に依拠 して 別 の 著作物が創

作 された場合，それが法的 に禁止 され る ほ ど似

て い る とい え る の か （翻案に該当するの か ）），

著作権の 効力 が制限 され るべ き行為 （例 え ば，

私的使用 の ための 複製，引用，教育機 関におけ

る複製等）に該 当す るの かな ど ， 最終的 に 適 法

か違 法 かを結 論付 け る ため に は 幾 っ か の法的

評価を経なけれ ばな らず，これ らの 評価が法律

家で も意見 が 分 か れ る場合 も珍 しくは無 い ．

　 さ ら｝こ著 作権i法 に 携 わ る際に最 も難 し い と

思 われ る の は ， 法律 の 条文を具体的案件に そ の

まま当て は め た場合，裁判 な ど の トラ ブ ル ま で

に は 至 らない と予 想 され る もの の ，適法 と は 言

い 切れな い ，とい う歯切れ の 悪 い 結論を 出 さざ

る を得な い 場面 に度 々 遭遇する こ と で あ る，た

とえ ば，修学旅行 先 の デ ィ ズ ニ
ー

ラン ドで ミ ッ

キ
ー

マ ウ ス と
一緒に撮 影 した写真 を学校 の ウ

ェ ブサイ ト上 で 小 さく掲載する，とい うよ うな

例が典型的に 語 られ る．

　 こ の よ うな問題 に つ い て は，近年 ，わが国 で

も著 作権 の
一

般 的効力 制 限規定 で あ る フ ェ ア

ユ ース 制度を導入 す る と い う立法論 が 現在検

討 され て い る が，た とえ同制度が導入 され た と

して も ， や は りそ の 適用 を め ぐっ て 曖昧な点が

全 て 解消され る事態は想定 し難 い ．

　 こ の よ うに 著作 権法 の 適 用 を め ぐ っ て は

様 々 な難 しい 点が存 し て お り ， 子 どもに 著作権

法 を教育する こ とは 勿論 の こ と，教員 自身が十

分に 理 解する こ と は 並 大抵 の こ と で は ない で

あ ろ う．し か し，だ か ら と い っ て ，著作権法教

育を 放棄 す る 訳 に は い か な い 世 の 中にな っ て

い る こ と も事冥 で あ る．

　 すな わ ち，
一一．

昔前 まで は，情報 の 送 り手 （マ

ス メデ ィ ア 等）と受 け手 （視聴者，読者等）の

立場 が比較的明確に分か れ て お り，情報 の 受け

手 に 過 ぎな い 個人 個人 の 国民 自身が ，他人 の 著

作権を侵害 し て し ま い ，それ によ っ て 訴訟等 の

大問題 に発展 する こ とは稀 であ っ た．しか しな

が ら，近年 の IT 技術，とりわけイ ン タ
ー

ネ ッ

トの 発展 と普及 に より，小学生 で あ っ て もパ ソ

コ ン 等の 通信機器を使 っ て情報を発信す る 「送

り手 」 となる こ とが 簡単にで きるよ うにな り，

新た な表 現 の 可能性 が 生 まれた
一

面 は あ る も
の の

， 他方 で 様 々 な法的問題 に 巻 き込 まれ る危

険性 が増 大 し て い る こ とは 周知 の 事実で あ る．

そ の 危険性 の 1 つ が ，著作権侵害で あ り，刑事

罰を含む重 い ペ ナ ル テ ィ が科 され て い る ．

　最近 も，発売前の 人気漫画 の 動画 を海外 の サ

イ トで 入手 し，こ れ を動画共有サイ ト 「ユ
ー

チ

ュ
ーブ」に投稿 した 中学生が著作権法違 反 に よ

り逮捕 され ，家裁 に 送致 され たとい う事件が報

道 され て い た とこ ろ で ある．

　 「人 を騙 し て は い けない ．」 「人 を傷 つ けて

は い けない ．」 とい っ た こ とは家庭で親が 子 に

教え る べ き道徳的事項を含ん で お り，子 どもも

本能的に察知する こ とが で きるで あろ うが ，
い

くら世 の 中 に イ ン タ
ー

ネ ッ トが普及 し た 時代
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に なっ た とい っ て も， 「他人 の 著作物を勝手 に

イ ン タ
ーネ ッ トで流 してはい けない ，」 とい う

教 育を ， 全 て の 家庭 に期待す る こ とは 困難 で あ

ろ うし，それが 「悪 い こ と1 とすぐさま 判断で

きない 子 どもも少 な くない であろ う．

　イ ン タ
ー

ネ ッ トが 普及 し た現代 に お い て
， 著

作権法教育は，子 ど も の 人生 を守るとい う意味

に お い て も，必 須 の 教育項 目 と なっ て お り，学

校 をは じ め と す る教育機 関 に期待 され る と こ

ろ は 大 き い とい うべ き で あ る．

2 ，こ の よ うに著
：

作権法教育の 重要性が増す今

日 に お い て ，各所で そ の 教育教材の 開発が なさ

れ て い る．

　そ の 1 つ に，特 定非 営利 活動 法人 e
一
ラ
ー

ニ

ン グ教育開発セ ン タ
ー

が，情報化社会を生 き抜

く子 ども た ちに著作権や 肖像権を正 確に，楽 し

く学 べ る場 を提供 す る こ と を 目的 と して企

画 ・制作を した 「子 どもた ち と学ぶ著作権」（以

下 「本教材」 と い う．）で あ る．なお ，本教材

作成にあ た っ て は，平成 21 年度子 どもゆ め 基

金 （独 立 行政法 人国立 青少年教育振興機構）助

成 金 の 交付 がな され て い る ．

　本教材は ，下記 URL で 公 開され て い る ．

htt 〕

』
／／wvvw 　eled ．　i⊃！kodomoe．hOsaku！ゴndex 　ht

　学校外の活動と して は，例えば ボー
イ ス カ

ウ ト，サ ッ カ
ー

や野球等 の 学外 ス ポ
ー

ツ チ
ーム

な ど， 様 々 な もの が存す る．

　こ の よ うな学校外で 子 ど もが 関わ る活動に

つ い て は，著作権法上直接 の 規定は ない し， ま

た ， 文献な ど参考に な る情報も殆 ど無 い ．

　本教材は，学校外 で の 青少年 教育活動 と著作

権 と の 関わ り を主 た るテ ー
マ に して お り， 法律

に 直接 規 定 が な い 分野 の ケ
ー

ス を取 り扱 っ た

も の で あ り，関連情報 も少な い 分野 に 関す る も

の と し て，意義があ る もの と考えて い る．

　また，本教材 の 作成に あた っ て は ，教育関係

者 の み な らず，多方面 の 専門家の 協力が得 られ

て い る．こ の こ とも本教材作成の 意義と して 挙

げ られ よ う．詳細 は，本教材 の ホ ーム ペ ージ に

協力者名が 記載され て い るが ，弁理 士 ，弁護士 ，

撮影 関係者 な ど多方面 の 者が関与 して い る．

4 ．本教材 の 概要

（1 ）本教材は，大き く 「著作権 の 基本 を学ぶ 」

「青少年教育活動 と著作権等 」「指導者用講座 」

の 3 つ の 項 目か ら構成 され て い る．

（図 1　 本教材の ホ ーム ペ ージ）
潺礁

マこ気 隔 誠

ML］

　筆者は ，本教材作成に あ た り，企画監修委員

会の メ ン バ ーと し て 関与し た ．そ こ で ，本論 文

に お い て は ，本教材作成の 意義，本教材 の 内容 ，
今 後 の 課題 等 に つ い て 説 明す る．こ れ に よ っ て ，

今後，様 々 な著作権法関連教材 の 作成がな され

る ときの 参考に なれ ば幸い で ある．

3 ．本 教材 作成 の 意義

　 本教材 は，青少年教 育活動 における著作権 を

題 材に取 り上げ て い る．

　学校 教育におけ る著作物利用 に 関 し て は ， 授

業に お け る複製等に つ い て 定 め た著作権法 3
5 条の ほ か ，幾つ か の 規定で 配 慮が なされ て い

る．ま た ，学校教 育に おける著 作権 処 理 に 関 し

て は ， 先行す る 公開資料等が存 して い る．た と

えば，筆者 が 関 与 し た も の と し て は ，日本弁 理

士 会近畿支部知 的財産制度検討委員会新規業

務研究部会 （著作権チ
ー

ム ）による 「学校教育

現場 で の 著作権 に 関す る Q ＆ A − （平成 19 年

3 月）が存す る．

　 こ の よ うに ，学校教育に つ い て 配慮 した著作

権法上 の制度や，先行文献等は存し て い る状況

で ある が ，教育 と著作権 との 関わ りは，学校の

活 動中に存す るだけ で な く，学校外 の 活動 にお

い て も，当然存 し て い る ，
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（2 ） 「著作権 の 基本 を学ぶ 」 は，著作権制度

が存在する意義な ど，制度 の 基本 的事項の 理解

が得られ る こ とを 目的と し た項 H で ある．

　子 どもた ち が 飽きず に楽 し ん で 視聴 で きる

よ うに，ス ト
ー

リ
ー

仕 立 て の 動 画編 （実写版）

と，こ の ス ト
ー

り
一

を踏ま えたクイ ズ 編 （ア ニ

メ
ー

シ ョ ン 版） とか らな っ て い る．

　こ の ス トーリーは ，あ る漫画家が，漫画本 「チ

ョ サ ク犬」を完成させ ，こ の 漫画を大 ヒ ッ トし

て
一

時期 は人気絶頂 で あ っ た もの の
， 無 断 で コ

ピー
され た CD − ROM 版 の 漫画 を売 られ て
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著 作権侵害 の 被害を受け て し ま っ た話 か らな

る 「著作権 っ て なに ？」 とい う項 目と，こ の 漫

画 が 大好き で 何度も模 写 し て 漫 画を描 く練 習

を し て い た 少 年 が 大 入 に な っ て 人 気漫 画家に

な っ た とい う話か らな る 「菩作権の 目的」 と い

う項 目 の 一．本 立 て と なっ て お り，著作権制度 の

意義 を 理 解 して も ら うこ と を 目的 と した 内容

に なっ て い る．

（図 2 ）　 「著作権 っ て な に ？」 の
一

画面

黼 鸞繋 難 蠶 覊奪 ；羅 灘嘩 嚢1
買
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羅 滌 鼎 蕎『．轟猛

饕

　ク イ ズ 編 は，著作権法 に関す る ご く基 本的な

問題 を，○ × 方式 で 答 え させ ， そ の 解説 を付け

る方 式 とな っ て い る ．

（図 3） ク イ ズ編の
一

画面 （右 上 画面）
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具体 的 に は ，ク イ ズ の テ ーマ は ， 「／．蓍作

物っ て なに ？」， 「2 ．どんな権利が保護 され

るの ？」，「3 ，所有権 とは どこ が違 うの ？」，
「4 ．他 人 の 著作物 は絶対 に利用 して は い けな

い の ？」 ， 「5 ， 「チ ョ サ ク犬J は永久 に著作

権法で保護 され る の ？ 」， 「6 ．肖像権 っ て な

に ？ 」 と い うもの か ら成 り立 っ て い る ．

　 ク イ ズ編に お い て も，動画編 の 「チ ョ サ ク犬 」

に 関連 し た 問題 と し た り，こ の 漫画 で 登場す る

キ ャ ラ ク タ ーを 再度登場 させ る な ど し て，動画

と連続 し て 無理 な く視聴 させ る よ うに 配 慮す

る と共 に ，ク イ ズ 編だけを視聴 して も らっ て も

構わない 内容 と し て い る．

（3 ） 「青少年教育活動 と著作権等」 は，本教

材 の 中心部分で あ る ．項 目は，  会報作 りと著

作権等，  イ ベ ン ト と著作権，  WEB 作 りと

著作権，  ポス タ
ーやチ ラ シ 作 りと著作権の 4

本 立 て とな っ て い る．

　 それぞれ の 項 目で，それぞれ 1 〜 5 問の 指導

者用 Q ＆ A と，子 ども用 Q ＆ A を用意 して お り，
各 自の 立場に 応 じ て視聴が で きる よ うにな っ

て い る．

　各解答部分 にお い て は，小学校 の 教員又 は弁
理 士 が ，そ れぞれ 教育現場の 指導者又 は 法律 の

専 門家 の 立 場か ら解答する 姿が映写 され る実

写版 とな っ て い る．

　 た と えば，指導者用 Q ＆ A の 1 つ を紹介す る

と，「青少年活動 の 会で 文化 祭を企画 し て い ま

す，喫茶 コ
ー

ナ
ー

や ブー
ス で は BGM を流 そ う

と思っ て い ま す．市販 の CD をそ の まま流す の

で あれ ば著作権 の 問題 が な い とい う人や テ ー

プ に編集 して も大丈夫 と い う人 な ど意見 が ま

とま りませ ん．正 し い 知識を教え て 下 さい ．」

とい う質問に 対 し，　 「CD の 作詞者 ， 作 曲者，
レ コ ー

ド製作者 には ， 複製権 とい うテ
ー

プなど

へ の コ ピー
を禁止 で き る権利があ り ます （著作

権法 21条 ，
96条〉，許諾を得ずに CD をテ

ー
プ

に編集する こ とは，作詞者，作曲者 ，
レ コ

ー
ド

製作者 の 複製権を 侵害す る こ とにな ります．

　 さらに、CD の 作詞者 、 作曲者に は 上演権と

い う不特 定多数 の 人 に 聞 か せ る の を 禁 止 で き

る 権利が あ り ます （著作権法22条）．した が っ

て 市販の CD をテ ープ に編集する こ とな く，そ

の まま BGM と して 流す場合 で も，許 諾 を得 な

けれ ば，作詞者 ，作 曲者 の 上演権を侵害する こ

とにな ります，なお こ の 上演権は レ コ
ー

ド製作

者に は 認め られ て い ませ ん ．

　市販 の CD をそ の まま BGM と し て流す際
に は ，作詞 ，作曲に関す る著作権管理 団体で あ

る 目本 音楽著作権協会 （JASRAC ）にお問
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い 合わせ くだ さい ，また，市販 CD をテ ープ に

編 集 して BGM と し て流す際に は，JASRA
C の他に ，レ コ ー ド製作者 の 権利 に関 して レ コ

ー
ド会社などに もお問 い 合 わせ ください ．」 と

回答 して い る．

（図 4 ） Q ＆ A の 画面 の 例
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　ま た ，子ども用 の Q ＆ A の 1 つ を紹介す る と，
「昨年参加 した 青少 年活動 の 会 の イベ ン トで

は，看板 に ドラ えもん が描 か れ て い ま した ，ま

た ， 音楽 に は ア ニ メ の 主題 歌が使わ れ て い ま し

た．学校で 自分以外の 人 の つ くっ たも の を使 う

場合は，っ く っ た人にお願 い して か らにす る よ

うに 教 わ りま し た．今年は もっ と楽 し い イ ベ ン

トに する ためゲーム やテ レ ビ の 人気音楽を使
い た い の で すが ，問題 は な い で し ょ うか ？ 」 と

い う質問 に 対 し
，

「ゲ
ー

ム とテ レ ビ の 人 気音楽

にもそ の 曲を作 っ た人が い ます ．学校 で 自分以

外 の 人 の 作 っ た も の を使 う場合に は作 っ た 人

にお願 い して か らにする よ うに 言われ た の は，
曲を努力 し 工 夫 して 作 っ た 人 に は 著作権 とい

う権利が あ り，何 の 断 りもな く使 っ た場合 には，

こ の権利をお か して しま うか らです．友 だち の

も の を友だ ち に無 断 で 勝手 に使 っ て は い けな

い とい う こ と と同 じ だ と考 え て み て くだ さ

い ．」 とい う回答に なっ て お り，指導者用 の Q
＆ A と比 べ て 平易 な内容 の もの にな っ て い る ．

　 い ずれ も回答 も ， 解説者 が 口頭で 回答する と

とも に ，画面上 に ［司答内容の テ ロ ッ プを流 して，
理 解が しやすい よ うに工 夫 し て い る．

（4 ）　 「指導者 用講座 」 は ，　 「1 ．著作権制度
の 概要 」 ，　 「2 ．青少年教育活動 と著作権」 ，
「3 ．リン ク集」 の 三 本立 て とな っ て い る，

　 1 ，2 は，動 画 に よ る 講義方 式 の も の が 使用

され て い る．3 は，著作権関連 の 有益 な ウェ ブ

サイ トの URL を紹介す る リン ク集で あ る．
5 ．今後 の 課題 に つ い て

（1）法律分野 の 拡張

　本教材は，青少年教育活動に関わ る 著作権を

中心 に作成され て い るが ，一
部に つ い て は ，肖

像権 も取 り扱 っ て い る．青少年教育活動に あ た

り現場 で 発生する法律問題は ，著作権に限 らず，
様 々 な法分野 に 及ぶ もの で ある．

　本教材が ，今後，さらに各方 面 で 利用 され ，
役 に 立 つ もの に発展す るためには ， 取 り扱 う法

律問題 の 拡充が課題 とな る．

（2 ）制作資金 の 確保

　本 教材 を さら に 拡 充 し て 発展 させ る た め に

は，制作資金 の 確保 が前提 と な る．

　幸い な こ と に ，本教材 の 拡 充 に つ い て
， 平成

22 年度子 ど もゆ め基金助成金 の 交付 内定 が

得 られ て い る （子どもゆめ基金 の ウ ェ ブサ イ ト

に交付内定先
一

覧が公 表 され て い る ．），

h主ユ」− i −e．go ．　
』
　／koufu ／index　h

亟

（3 ）本教材 の 広報 と効果 の 検証等

　本教材 はウ ェ ブサイ トで 誰 で も利用 で き る

もの で あるが，教育現場 へ の 周知程度 は 未確認

で あ る．より広 く知 られ る よ うに 広報活動をす

る 必要があ る と思われ る，

　ま た ，本教材が ど の 程度，教育現場 で 利用 さ

れ て い る の か
，

ま た
， 利用 にあ た っ て 不便な点

が な い か な ど ， 本教材 の 効果を検証 し，さ ら に

使 い やす い も の に 修 正 し て い く こ と が 望 ま し

い と考え て い る が，こ の 点 は ま だ 全 くの 手付 か

ず で あ り，今後 の 検討課題 で あ る．

　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 以 上
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