
 

 

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
に
差
押
す
る

こ
と
の
で
き
る
額
は
、
退
職
金
総
額
の
四
分
の
一

に
と
ど
ま
り
ま
す
。 

 
御
社
の
お
立
場
と
し
て
も
、
Ａ
さ
ん
に
対
す
る

貸
付
金
を
根
拠
と
し
て
、
Ａ
さ
ん
の
退
職
金
の
仮

差
押
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
貸

付
金
返
還
請
求
訴
訟
を
起
こ
し
、
判
決
を
得
た
う

え
で
本
差
押
手
続
き
を
し
て
回
収
す
る
こ
と
は
可

能
で
す
が
、
今
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
回
収
可
能

額
は
全
体
の
四
分
の
一
で
す
。
ま
た
、
他
者
と
の

競
合
を
避
け
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
早
く
手
続

き
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

参
考
ま
で
に
、
先
に
申
し
上
げ
た
賃
金
控
除
協

定
が
結
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
相
殺
の
可
能
な

額
は
全
体
の
四
分
の
一
と
な
る
こ
と
を
ご
留
意
く

だ
さ
い
。 

汐
見 

わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
た
び
に
裁
判
を
し
て
は
た

い
へ
ん
で
す
ね･

･･

。 

宮
下 

も
ち
ろ
ん
、
今
申
し
上
げ
た
法
的
手
続
き

は
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
た
場
合
で
す
。

場
合
に
よ
れ
ば
、
Ａ
さ
ん
の
親
族
な
ど
が
、
肩
代

わ
り
の
意
思
を
示
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
き
れ
ば
、
Ａ
さ
ん
を
早
く
見
つ
け
て
、
退

職
金
と
貸
付
金
を
相
殺
す
る
こ
と
の
同
意
を
と
る

と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
相
殺
の
合
意

は
、
裁
判
上
も
全
額
に
つ
い
て
有
効
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

宮
下 

今
回
の
教
訓
と
し
て
は
、
大
き
く
言
っ
て

二
点
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

第
一
に
、
社
内
融
資
を
な
さ
れ
る
際
の
チ
ェ
ッ

ク
や
保
全
措
置
を
十
分
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
融
資
し
た
お
金
が

実
際
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
に
使
わ
れ
る
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
資
料
や
売
買
契

約
書
、
そ
の
他
本
人
が
購
入
す
る
と
称
し
て
い
る

物
や
取
引
の
実
在
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
で 

す
。
ま
た
、
購
入
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
対

し
、
当
方
の
貸
付
金
を
担
保
す
る
抵
当
権

の
設
定
も
検
討
で
き
る
は
ず
で
す
。 

 

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た

際
に
、
従
業
員
を
問
題
な
く
解
雇
し
た
う

え
、
当
方
の
損
失
を
最
小
に
で
き
る
よ

う
、
就
業
規
則
の
整
備
な
ど
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
解
雇
、
特
に
懲
戒
解
雇

は
、
そ
の
事
由
を
就
業
規
則
に
明
確
に
規

定
し
て
お
か
な
い
と
、
実
際
に
行
使
す
る

こ
と
は
困
難
で
す
。
ま
た
、
賃
金
控
除
協

定
な
ど
も
、
成
立
さ
せ
て
お
け
ば
、
少
し

は
会
社
の
損
失
を
縮
め
る
も
の
に
な
り
ま

す
。 

汐
見 

い
ろ
い
ろ
と
弊
社
の
課
題
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
相
談
に
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

宮
下 

ま
た
ご
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 
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今
回
の
教
訓
に
つ
い
て 

      従業者が完成させた発明・考案・意匠（以下、

「発明等」という）が職務発明等（会社の業務に属し、

従業者の職務に該当する発明等）にあたる場合は、発明

等を完成した者（従業者）には、特許を受ける権利が発

生し、一方、会社には、従業者等の発明等を実施できる

権利（通常実施権）が与えられます。この場合は、上記職務

発明を会社が非排他的に実施するのみであれば従業者に補償する

義務はありませんが、会社が従業者から職務発明等についての特

許等を受ける権利、特許権等の譲渡を受けるか、専用実施権を取

得する場合には、従業者に「相当の対価」を支払わなければなり

ません。対価の決定は、原則として会社と従業者との間の「自主

的な取決め」にゆだねられており、発明規程、勤務規則その他の

契約において、職務発明に係る権利の承継等の対価について定め

がある場合には、その定めたところによる対価を「相当の対価」

とすることが原則となります。しかしながら、対価の決定プロセ

スで、実質的手続きが履践されていないなど、「自主的な取り決

め」によることが不合理であれば、裁判所が「相当の対価」を算

定することになります。したがって、職務発明等でトラブルを起

こさないためには、対価の算定基準に関して、従業員とよく話し

合った上で取り決めをしておくとともに、当該取り決めを従業員

に対して開示し、実際の対価算定にあたっても従業員から意見を

聴取することが重要です。 

 

職務発明の権利の帰属（35条） 
企業の研究者に 

よる発明の完成 
特許を受ける権利

が使用者へ承継さ

れていない場合 

  

予 約 承 継 
（職務発明規程、 

就業規則等） 

通常実施権を持つ 

（対価の支払不要） 

従業者から 
権利を承継 

（特許権を取得） 

特許権を取得 

（第三者に 

譲渡、許諾可能） 

 

 

 

従業者等 
 

 

 

職務発明に係

る権利を原始

的に有する 

職務発明に係る権利の包括予約承継が可能 

定めによる対価を支払う 

「相当の対価」 

相当の対価とは →その定めたところによる対価 

（例：職務発明規程上の額） 

使用者等は、その定めたところによる対価の額を従業者等

に支払えば、それで免責 

最終的には訴訟において、新５項に定める考慮要
素を考慮して「相当の対価」の額を算定 

新５項の考慮要素 
①その発明により使用者等がうけるべき利益の額 
②その発明に関連して使用者等が行う 
  Ａ 負担 Ｂ 貢献 Ｃ 従業者等の処遇 
③その他の事情 

職務発明 

自由発明 

 

  使用者から 
相当の対価 
支払請求権 

 

使用者等 
 

無償の 

通常実施権を 

有する 

  対価の基準の策定とその支払方法についての手続き面を 

  重視し、不合理性を判断 

（以下の３要素等を総合的に参酌） 

１ 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と  

 従業者等との間で行われる協議の状況 

２ 策定された基準の開示の状況 

３ 対価の額の算定について行われる従業者か らの意見 

     の徴集の状況 等 


