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特 集

知的財産を味方に付ける

取材・	清水　高
	 山田清志
	 関根利子

「この商品はうちしかつくれない」といった発明や技術は、
知的財産権として登録することで初めて保護され、独占権が認められる。
たとえ部品といえども、価格競争に巻きこまれることなく、
研究開発の努力に見合った単価を設定し、適正利潤を確保することが可能なのだ。
中小企業にとっても、知財戦略が欠かせない時代となった。

知的財産を
味方に付ける

特 集豊
田
佐
吉
も
安
藤
百
福
も

特
許
の
活
用
で
新
産
業
を
築
い
た

　

知
的
財
産
権
は
著
作
権
を
別
に
す
れ

ば
、
特
許
権
、
意
匠
（
デ
ザ
イ
ン
）
権
、

商
標
（
ブ
ラ
ン
ド
）
権
の
３
つ
が
柱
で
す
。

い
ま
や
、
大
手
企
業
だ
け
で
な
く
中
小

企
業
も
、
自
分
の
知
的
財
産
を
大
事
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
入
り
ま

し
た
。

　

理
由
の
一
つ
は
、
自
分
の
会
社
を
守
る

た
め
で
す
。
日
本
の
国
際
競
争
力
を
引
っ

張
る
自
動
車
や
電
機
と
い
っ
た
大
手
製

造
業
は
、
組
み
立
て
産
業
の
性
格
が
強

く
、
コ
ア
と
な
る
大
事
な
部
品
な
ど
の

多
く
は
中
小
企
業
が
製
造
し
て
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
中
小
企
業
は
、
あ
る
時

期
ま
で
は
系
列
と
し
て
大
企
業
と
一
体

と
な
っ
て
、
安
く
て
い
い
も
の
を
つ
く
る

こ
と
に
全
力
を
挙
げ
て
い
れ
ば
、
自
社

の
商
品
や
技
術
に
関
す
る
特
許
な
ど
を

取
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
最
近
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
取
引

を
続
け
て
き
た
大
企
業
が
、
コ
ス
ト
競

争
で
海
外
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
部
品
を
調

達
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
小
企

を
生
か
す
こ
と
で
、
中
小
企
業
は
大
き

な
発
展
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
特
許
を
活
用
し
て
、
個
人
企
業

か
ら
大
企
業
に
発
展
さ
せ
た
人
は
過
去

に
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
豊
田
佐
吉

さ
ん
（
ト
ヨ
タ
自
動
車
グ
ル
ー
プ
）、
松

下
幸
之
助
さ
ん
（
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー

プ
）、本
田
宗
一
郎
さ
ん（
本
田
技
研
工
業
）

の
３
人
は
そ
の
代
表
例
で
す
。
中
で
も

業
に
と
っ
て
、
い
い
技
術
さ
え
開
発
し
て

い
れ
ば
良
か
っ
た
時
代
は
終
わ
り
、
そ
れ

を
特
許
と
し
て
守
っ
て
お
か
な
い
と
ほ
か

の
会
社
や
コ
ス
ト
の
安
い
ア
ジ
ア
の
メ
ー

カ
ー
に
ま
ね
さ
れ
て
負
け
て
し
ま
う
、

せ
っ
か
く
い
い
技
術
が
あ
っ
て
も
注
文
が

取
れ
な
い
時
代
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
自
分
の

会
社
を
飛
躍
さ
せ
る
た
め
で
す
。
特
許

特
に
す
ご
い
と
思
う
の
は
豊
田
さ
ん
で

す
。
こ
の
人
は
日
本
で
特
許
制
度
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
に
自
動
織
機
を

発
明
し
、
特
許
を
取
り
、
英
国
の
織
物

産
業
に
技
術
を
輸
出
す
る
形
で
、
発
展

途
上
国
で
あ
っ
た
明
治
の
日
本
に
巨
額

の
外
貨
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

も
う
一
人
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
戦
後

48
歳
で
起
業
し
た
安
藤
百
福
さ
ん
（
日

清
食
品
）で
す
。彼
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー

メ
ン
を
発
明
し
、
製
法
の
特
許
を
取
り

ま
し
た
。
ス
タ
ー
ト
当
初
は
、
営
業
可

能
な
エ
リ
ア
も
生
産
能
力
も
限
ら
れ
て

い
た
た
め
、「
野
中
の
一
本
杉
は
台
風
が

来
た
ら
倒
れ
て
し
ま
う
が
、
並
木
に
な

れ
ば
強
い
」
と
の
考
え
方
か
ら
、
し
っ
か

り
し
た
食
品
メ
ー
カ
ー
だ
け
を
選
ん
で

特
許
の
使
用
を
認
め
、
そ
れ
ら
の
会
社

と
一
緒
に
日
本
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ

ン
産
業
を
確
立
し
ま
し
た
。
一
社
だ
け
で

は
時
間
が
か
か
る
市
場
づ
く
り
を
、
特

許
の
公
開
に
よ
り
推
進
し
た
好
例
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
先
も
、
中
小
企
業
が
特
許

を
上
手
に
活
用
し
、
新
し
い
産
業
、
新

し
い
市
場
を
つ
く
る
可
能
性
は
あ
る
は

ず
で
す
。

「
中
小
企
業
を
強
く
す
る

知
的
財
産
戦
略
」

東
京
中
小
企
業
投
資
育
成
社
長
・
元
特
許
庁
長
官

荒
井 
寿
光


