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特
許
制
度
は
、
発
明
者
に
は
一
定
期
間
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に
特
許
権
と
い
う
独
占
的
な
権
利
を
与
え
て
発
明
の
保
護
を

図
る
一
方
、
そ
の
発
明
を
公
開
し
て
利
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
新
し
い
技
術
を
人
類
共
通
の
財
産
と
し
て
い
く
こ
と
を
定
め

て
、
こ
れ
に
よ
り
技
術
の
進
歩
を
促
進
し
、
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
許
出
願
の
公

開
と
独
占
的
な
権
利
は
、
特
許
制
度
の
根
幹
を
な
す
。 

 

一
方
で
、
令
和
三
年
六
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
一
」
に
お
い
て
、

「
特
許
の
公
開
制
度
に
つ
い
て
、
各
国
の
特
許
制
度
の
在
り
方
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
と
両
立
さ

せ
つ
つ
、
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
非
公
開
化
を
行
う
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
べ
く
検
討
を
進
め
る
。
」
と
あ
る
。
ま

た
、
経
済
安
全
保
障
担
当
の
小
林
大
臣
は
、
「
技
術
流
出
の
防
止
の
観
点
で
は
、
特
許
の
非
公
開
制
度
と
い
う
も
の
も
検
討
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
発
言
し
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
特
許
出
願
の
明
細
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
機
微
技
術
情
報
が
海
外

に
流
出
す
る
と
我
が
国
の
安
全
保
障
を
脅
か
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え

て
、
私
は
第
一
国
出
願
制
度
や
秘
密
特
許
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
国
会
（
例
え
ば
、
平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
衆
議
院
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
特
別
委
員
会
）
で
提
案
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
今
般
、
政
府
に
お
い
て
特
許
出
願
の
非
公
開
制
度
に
つ
い
て
導
入
の
検
討
を
始
め
た
こ
と
は
評
価
す
る
も
の
の
、
本
制
度
の

導
入
に
お
い
て
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
と
こ
ろ
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

特
許
出
願
の
非
公
開
制
度
の
導
入
は
、
特
許
制
度
の
根
幹
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
産
業
構
造
審
議
会
な
ど

で
の
丁
寧
な
審
議
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

特
許
出
願
の
非
公
開
制
度
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
国
内
で
の
発
明
は
最
初
に
日
本
で
出
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
第
一
国
出
願
義
務
を
課
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

特
許
出
願
を
非
公
開
と
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
主
体
と
し
て
、
特
許
庁
や
防
衛
省
な
ど
が
想
定
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
に
す
る
と
し
て
も
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

四 

非
公
開
に
す
べ
き
特
許
出
願
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
審
査
請
求
が
あ
れ
ば
審
査
は
行
い
、
出
願
人
が
特
許
権

を
取
得
す
る
道
筋
を
残
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

五 

特
許
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
す
る
過
失
推
定
（
特
許
法
第
百
三
条
）
は
特
許
出
願
の
公
開
が
前
提
で
あ
る
。
逆
に
い
え

ば
、
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
特
許
権
に
つ
い
て
の
侵
害
を
過
失
と
し
て
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
如
何
。
ま
た
、
特
許
法
第
百
三
条
の
過
失
推
定
が
働
か
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
許
権
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求



 

３ 

 

（
民
法
第
七
百
九
条
）
は
難
し
く
な
る
と
こ
ろ
、
政
府
は
特
許
権
の
保
護
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
。 

六 
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
特
許
権
に
つ
い
て
、
当
該
特
許
を
知
ら
ず
に
実
施
し
て
い
た
者
が
特
許
侵
害
と
し
て
認
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
れ
ば
、
経
済
的
活
動
に
お
け
る
自
由
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
政
府
の
対
応

如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


