
 

 

 

期    間 平成20年12月15日(月)から 

                平成21年     1月 5日(月)まで 
 

 

ｽﾛｰｶﾞﾝ           

 
 

 

 
 

  ～大和の交通マナーを高めよう～ 

運動の重点  １ 子どもと高齢者の交通事故防止 

       ２ 飲酒運転の根絶 

       ３ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

       ４ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい 

         着用の徹底   

今
後
入
院
費
な
ど
が
か
さ
ん
で
き
た
場
合
、
ど
う

対
処
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？
ち
な
み
に
、

妻
が
入
院
し
て
い
る
病
院
で
は
「
自
由
診
療
（
す

べ
て
の
治
療
を
自
己
負
担
で
行
う
も
の
）
に
な
り

ま
す
」
と
の
説
明
を
受
け
、
健
康
保
険
は
適
用
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

宮
下 

相
手
方
が
、
も
し
自
分
の
保
険
会
社
に
自
ら

保
険
請
求
（
加
害
者
請
求
）
を
行
わ
な
い
場
合
、
橋

本
さ
ん
の
奥
さ
ん
は
、
相
手
方
の
保
険
会
社
と
の

示
談
交
渉
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
被
害
者
請

求
）
。 

 

示
談
交
渉
と
は
、
損
害
賠
償
額
を
具
体
的
に
話

し
合
う
も
の
で
、
奥
様
の
け
が
が
完
治
さ
れ
る
か
、

ま
た
、
残
念
な
が
ら
後
遺
症
を
生
じ
そ
う
な
場
合

に
は
、
症
状
が
あ
る
程
度
見
え
て
か
ら
交
渉
を
開

始
す
る
の
が
普
通
で
す
。
相
手
方
は
自
賠
責
保
険

の
み
に
加
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

損
害
賠
償
額
の
限
度
額
は
、
障
害
の
み
が
対
象
で

あ
れ
ば
一
二
〇
万
円
ま
で
で
す
。 

橋
本 

本
来
で
す
と
、
自
賠
責
保
険
で
ま
か
な
え

る
ほ
ど
の
大
き
な
交
通
事
故
に
備
え
て
任
意
保
険

に
入
る
べ
き
で
す
よ
ね
。
で
も
、
相
手
は
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
で
は
、
も
し
治
療
費
な
ど

が
一
二
〇
万
円
を
超
え
て
し
ま
っ
た
ら
持
ち
出
し

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
？ 

宮
下 

そ
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
た

場
合
、
調
停
や
民
事
訴
訟
を
行
う
こ
と
も
選
択
肢

に
含
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
は
精
神
的
に
も
負
担
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
最
後
の
手
段

と
し
て
考
え
た
い
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
以
下
の

１
、
２
に
あ
る
手
段
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

１ 

相
手
方
の
支
払
い
能
力
に
不
安
が
あ
り
、
自 

 
 
 

 

 

賠
責
の
上
限
一
二
〇
万
円
を
超
え
る
治
療
費
が 

 
 

 

か
か
り
そ
う
な
場
合
に
は
、
自
由
診
療
で
は
な 

 

く
、
健
康
保
険
へ
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

業
務
中
の
事
故
だ
っ
た
場
合
、
労
災
保
険
が 

 

適
用
に
な
る
。
自
営
業
者
も
加
入
可
能
。 

橋
本 

こ
れ
ま
で
は
治
療
費
が
限
度
額
内
に
収
ま

る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
自
由
診
療
に
し
て
い
ま

し
た
が･

･･

。 

宮
下 

今
後
の
示
談
交
渉
次
第
で
は
、
保
険
診
療 

も
検
討
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。 

 

ま
た
、
２
に
つ
い
て
で
す
が
、
一
般
に
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
向
け
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
労

災
保
険
に
自
営
業
者
で
も
加
入
で
き
る
労

災
保
険
の
特
別
加
入
制
度
を
ご
存
知
で
す

か
？ 

橋
本 

い
え
、
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

宮
下 

詳
し
く
は
、
財
団
法
人
労
災
保
険
情

報
セ
ン
タ
ー
の
Ｈ
Ｐ
（http://www.rousai-

ric.or.jp/em
ployer/07/index.htm

l

）
な
ど
を
参

考
に
な
さ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
あ
る
い

は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
備
え
て
、
商
工
会
の

会
員
福
祉
共
済
に
入
っ
て
お
く
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。 

 

ま
ず
は
、
奥
様
の
ご
快
復
を
待
た
れ
て
か

ら
次
の
一
歩
を
踏
み
出
さ
れ
る
の
が
よ
い

か
と
思
い
ま
す
。
示
談
の
結
果
が
よ
い
方
向

に
い
か
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。 

橋
本 

そ
う
で
す
ね
。
先
行
き
の
こ
と
は
不

安
で
す
が
、
ま
ず
は
、
妻
が
元
気
に
な
る
こ

と
が
一
番
で
す
ね
。
こ
こ
で
私
が
し
っ
か
り

せ
ね
ば
と
思
い
ま
し
た
。
今
日
は
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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   共同出願した発明が特許された場合には、各権利者は契約で別段の定めをした場合を除いて、相手側の同意を

得ることなく、自由に発明を実施することができます。相手企業の規模や特質などを考慮して、出願手続きから権利

化後の実施まで、お互いに不利にならないように、あらかじめ契約で実施の取り決めをしておく必要もあります。 

 例えば、出願から権利化までの費用分担、途中で相手方が権利化を欲しなくなった場合の対処、権利化後の実施範

囲の調整、改良発明についての取扱いなどいろいろとあります。ただし、各権利者は、自分の持分を第三者に譲渡し

たり、第三者に発明の実施許諾（ライセンス）したりするときは、相手側（他の共同出願人、共有者）の同意が必要

となります。 

〔補足説明〕 

 出願・権利化後における注意点だけではなく、共同研究

開発時点で取り交わす契約書の条項についても、よく吟味

して、後日トラブルが生じないようにする必要がありま

す。例えば、共同研究の期間設定の問題、契約期間以前の

成果の取扱い、共同研究に伴う新たな研究成果の扱い、当

事者一方のみが製造販売をすることなどを想定した不実施

補償契約、成果物によっては相手方から得られる補償内容

などがあります。さらには、ノウハウの扱いやＭ＆Ａへの

対処なども明記しておき、第三者への漏洩は損害賠償の対

象となることなども明記することが好ましい場合もありま

す。このように、共同研究に関する契約書は、利害関係が

絡んだ内容になりますので、事前に弁理士・弁護士等の専

門家に相談した方が賢明といえます。 

共有特許の法的ルール（特許法73条） 

特
許
発
明
の
実
施 

Ａ 
 

 
 

 
 
 

Ｂ 

特許権者 

Ｃ 
Ｂさんの同意が 

必 要 

ライセンス・譲渡 
そ
れ
ぞ
れ
同
意
無
し
に
実
施
で
き
る 

 

（
契
約
で
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
別
） 

 

 
 

《主唱》奈良県・奈良県交通対策協議会 


