
 

知
財
侵
害
に
対
す
る
権
利
行
使

  

（
民
事
よ
り
刑
事
を
先
行
す
べ
き
）

　

知
財
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
、権
利
者
は
弁
護
士

に
相
談
し
て
代
理
人
の
弁
護
士
名
で
法
的
処
置

を
匂
わ
せ
る
警
告
状
を
出
し
、交
渉
結
果
に
満
足

で
き
な
い
場
合
に
は
民
事
提
訴
を
す
る
の
が
一

般
的
で
す
。し
か
し
、こ
れ
は
知
財
経
営
判
断
を
弁

護
士
に
丸
投
げ
に
し
て
い
る
こ
と
で
好
ま
し
く

あ
り
ま
せ
ん
。法
的
手
段
に
は
、刑
事
と
民
事
の
2

種
類
が
あ
り
、目
的
や
方
法
は
全
く
異
な
り
ま
す
。

　

図
1
に
示
す
よ
う
に
、民
事
は
、私
人
の
ト
ラ

ブ
ル
解
決
を
目
的
と
し
て
、権
利
の
保
護
や
被
害

の
回
復（
損
害
賠
償
）等
を
図
る
も
の
で
す
。原

告
・
被
告
と
も
に
弁
護
士
が
付
き
、双
方
の
主
張

を
答
弁
書
等
で
陳
述
し
ま
す
。ほ
と
ん
ど
の
法
廷

は
答
弁
書
等
の
確
認
と
次
回
開
廷
日
を
設
定
す

る
な
ど
ご
く
短
時
間
で
終
わ
り
、お
互
い
の
主
張

書
面
は
裁
判
官
が
別
途
読
み
判
決
の
心
象
を
形

成
し
ま
す
。「
過
失
責
任
の
原
則
」に
拠
っ
て
故
意

や
過
失
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場

合
の
み
責
任
を
負
い
ま
す
。当
事
者
間
で
い
つ
で

も
自
由
に
和
解
が
で
き
、裁
判
官
も
大
い
に
和
解

を
勧
め
ま
す
。

　

刑
事
は
、国
家
が
国
の
治
安
や
秩
序
の
維
持
に

反
し
た
者
に
処
罰（
刑
罰
）を
課
す
も
の
で
す
。罰

則
に
は
、懲
役
、禁
固
等
と
罰
金
並
び
に
こ
れ
ら

の
併
科
が
あ
り
、罰
金
は
国
庫
に
入
り
ま
す
。刑

事
裁
判
で
は
、原
告
側
は
被
告
を
告
訴
す
る
告
訴

状
や
第
三
者
に
よ
る
告
発
状
を
所
管
の
警
察
署

や
地
方
検
察
庁
に
提
出
し
、そ
れ
が
受
理
さ
れ
る

と
捜
査
が
始
ま
り
ま
す
。段
ボ
ー
ル
箱
を
持
っ
た

警
察
官
や
特
別
捜
査
官
が
証
拠
を
固
め
る
た
め

被
告
住
居
等
に
押
し
か
け
ま
す
。「
疑
わ
し
き
は

罰
せ
ず
の
原
則
」に
よ
り
、疑
い
を
は
さ
む
余
地

が
無
い
程
度
に
立
証
さ
れ
る
場
合
の
み
刑
事
起

訴
さ
れ
ま
す
。日
本
の
刑
事
起
訴
の
有
罪
率
は
、

99
％
以
上
で
す
。捜
査
、立
件
、裁
判
に
係
る
原
告

側
の
費
用
は
国
費
で
賄
わ
れ
ま
す
。

　

刑
事
裁
判
は
、概
ね
3
回
程
度
で
結
審
し
ま

す
。刑
事
は
、捜
査
等
に
よ
り
合
理
的
疑
い
を
は

さ
む
余
地
の
な
い
ほ
ど
の
証
拠
に
基
づ
い
て
行

う
こ
と
に
対
し
て
、民
事
は
、双
方
の
主
張
に
つ

い
て「
ど
ち
ら
が
真
実
ら
し
い
か
の
比
較
考
量
」

が
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
た
め
開
廷
回
数
が
多

く
な
り
ま
す（
概
ね
8
回
程
度
）。民
事
で
は
刑
事

に
お
け
る
証
拠
が
重
用
さ
れ
易
く
、刑
事
を
先
行

さ
せ
た
方
が
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
迅
速
安
価
な

処
置
が
期
待
で
き
ま
す
。弁
護
士
は
対
価
が
多
く

得
ら
れ
る
民
事
を
勧
め
ま
す
が
、刑
事
は
、原
告

側
が
自
ら
告
訴
状
や
告
発
状
を
提
出
す
れ
ば
弁

護
士
は
要
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
地
裁
で
あ
っ
た
著
作
権
法
違
反
の
刑
事

裁
判
を
傍
聴
し
ま
し
た
。被
告
は
、大
阪
南
の
レ
ン

タ
ル
ビ
デ
オ
シ
ョ
ッ
プ
店
長
で
、ビ
デ
オ
を
違
法

に
コ
ピ
ー
し
て
販
売（
半
年
で
1
0
0
万
円
）し
た

容
疑
で
す
。2
か
月
間
ほ
ど
大
阪
刑
務
所
に
収
監

さ
れ
、法
廷
に
は
手
錠
を
か
け
ら
れ
刑
務
官
に
両

脇
を
固
め
ら
れ
た
姿
で
入
廷
し
、1
時
間
の
法
廷

尋
問
が
あ
り
、最
後
に
原
告
の
検
事
か
ら
懲
役
1

年
、罰
金
1
0
0
万
円
を
科
す
と
論
告
さ
れ
ま
し

た
。こ
の
後
に
、損
害
賠
償
の
民
事
提
訴
が
待
ち
受

け
ま
す
。刑
事
裁
判
は
、民
事
と
比
べ
て
、双
方
が

法
廷
で
わ
た
り
あ
う
の
で
分
か
り
易
い
で
す
。

　

告
訴
状
や
告
発
状
を
提
出
し
て
も
、警
察
署
な

ど
の
司
法
警
察
員
か
ら
、不
受
理
も
し
く
は
受
理

拒
否
を
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

本
来
、告
訴
や
告
発
を
受
け
た
捜
査
機
関
は
、こ
れ

を
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
、捜
査
を
尽
く
す
義
務
を

負
い
ま
す（
警
察
官
職
務
執
行
法
、刑
事
訴
訟
法

2
4
2
条
、犯
罪
捜
査
規
範
63
条
、刑
事
訴
訟
法

1
8
9
条
2
項
等
）。裁
判
例
に
お
い
て
も
、下
記

東
京
高
裁
判
例
※
の
よ
う
に
、特
別
な
事
情
が
無

い
限
り
、警
察
署
や
検
察
官
に
は
告
訴・告
発
の

受
理
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

知
財
侵
害
に
対
す
る
刑
事
罰

  

（
出
願
知
財
も
非
出
願
知
財
も
罰
則
は
同
程
度
）

　

知
財
侵
害（
出
願
知
財
で
あ
る
特
許
、意
匠
、商

標
等
と
協
会（
S
I
R
）に
登
録
し
た
非
出
願
知

財
で
あ
る
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
著
作
知
財
、

不
正
競
争
防
止
法
で
保
護
さ
れ
る
不
競
法
知
財
）

は
い
ず
れ
も
刑
事
起
訴
で
き
ま
す
。知
財
に
お
い

て
も
、原
告
側
は
刑
事
を
先
行
さ
せ
た
方
が
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

図
2
は
、知
財
の
刑
事
罰
等
に
つ
い
て
示
し
た

も
の
で
す
。出
願
知
財
の
代
表
は
特
許
で
す
。特

許
侵
害
に
つ
い
て
、こ
れ
を
刑
事
起
訴
で
き
る
の

は
、①
特
許
が
有
効
で
あ
る
こ
と
、②
特
許
の
ク

レ
ー
ム
範
囲
に
侵
害
品
が
該
当
す
る
こ
と
、③
侵

害
者
が
違
法
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
、④
過
失
で

は
な
く
故
意
侵
害
で
あ
る
こ
と
の
①
〜
④
す
べ

て
の
要
件
を
満
足
し
な
い
と
起
訴
で
き
ま
せ
ん
。

知
財
法
は
、罪
を
犯
す
意
思
が
な
い
行
為（
過
失
）

に
関
し
て
特
別
規
定
が
な
い
た
め
過
失
に
対
し
て

は
刑
罰
が
適
用
さ
れ
ず
、「
故
意
」の
み
適
用
に
な

り
ま
す
。侵
害
者
に
対
し
て
警
告
状
を
出
す
の

は
、警
告
を
無
視
し
て
侵
害
を
継
続
す
る
行
為
は

過
失
で
は
な
く
故
意
に
な
り
刑
事
事
件
の
対
象

に
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

出
願
知
財
で
あ
る
特
許
、商
標
、意
匠
や
、非

出
願
知
財
で
あ
る
著
作
知
財（
著
作
権
、出
版
権

又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
と
み
な
さ
れ
る

行
為
）及
び
不
競
法
知
財（
営
業
秘
密
の
窃
取
等
）

に
対
す
る
侵
害
罪
は
、懲
役
10
年
以
下
、又
は

1
0
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
、又
は
こ
れ
ら
の
併

科
と
い
う
厳
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。罰
金
は
国

庫
に
入
り
ま
す
の
で
、原
告
側
は
民
事
訴
訟
に

よ
っ
て
権
利
の
回
復
や
損
害
賠
償
を
図
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、特
許
等
の
み
な
し
侵
害（
間
接
侵
害：侵

害
品
に
の
み
使
用
す
る
専
用
部
品
等
が
該
当
）や
、

著
作
知
財
の
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権

を
侵
害
す
る
と
み
な
さ
れ
る
行
為
や
、不
競
法
知

財
の
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
周
知
な
商
品
等
表
示

や
原
産
地
表
示
等
に
関
し
て
混
同
を
与
え
る
行
為

や
、著
名
な
商
品
等
表
示
を
冒
用
す
る
行
為
や
、不

正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
商
品
形
態（
デ
ザ
イ
ン

等
）を
模
倣
す
る
行
為
や
、商
品
若
し
く
は
役
務
に

つ
い
て
の
虚
偽
表
示
等
を
行
う
行
為
へ
の
罰
則

は
、懲
役
5
年
以
下
、又
は
罰
金
5
0
0
万
円
以

下
、又
は
こ
れ
ら
の
併
科
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、特
許
だ
け
は
検
察
が
受
理
し
て
起
訴

に
至
る
こ
と
は
稀
有
で
す
。そ
れ
は
、前
号
で
述
べ

た
よ
う
に
特
許
品
質
に
係
る
問
題
、す
な
わ
ち
上

記
①
、②
に
つ
い
て
検
察
が
確
証
を
持
て
ず
、前

号
で
述
べ
た
よ
う
に
特
許
裁
判
の
原
告
勝
訴
率

20
％
を
含
め
て
、「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
の
原
則
」

か
ら
検
察
が
99
％
勝
て
る
と
い
う
確
証
が
な
い

た
め
で
す
。こ
の
国（
検
察
）が
特
許
侵
害
を
罰
す

る
処
置（
起
訴
）を
取
ら
な
い
事
実
は
、特
許
品
質

に
問
題
が
あ
る
証
左
と
い
え
ま
す
。

 

特
許
等
の
出
願
知
財
は

 

ギ
ブ
ア
ン
ド
テ
イ
ク
が
原
則

  

（
詐
欺
特
許
に
よ
る
社
会・公
益
に
対
す
る
毀
損
）

　

特
許
は
、事
業
へ
の
実
施
使
用
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
強
い
独
占
排
他
権
を
持
ち「
権
利
法
」と
呼

ば
れ
ま
す
。つ
ま
り
、事
業
を
し
て
い
な
く
て
も
権

利
だ
け
で
排
他
独
占
が
で
き
る
攻
撃
的
な「
矛
」の

性
格
を
持
ち
ま
す
。こ
れ
に
対
し
非
出
願
知
財
の

代
表
で
あ
る
著
作
知
財
や
不
競
法
知
財（
営
業
秘

密
等
）は「
行
為
法
」と
呼
ば
れ
、事
業
へ
の
実
施
使

用
を
条
件
と
し
、盗
用
や
偽
物
か
ら
事
業
を
守
る

防
衛
的
な「
盾
」の
性
格
を
持
ち
ま
す
。非
出
願
知

財
は
、他
を
盗
用
す
る
こ
と
な
く
独
自
に
同
じ
も

の
を
発
明
し
た
場
合
に
は
、排
他
さ
れ
る
こ
と
な

く
双
方
が
共
存
で
き
ま
す（
知
財
共
存
）。

　

特
許
は
、そ
の
発
明
を
実
施
再
現
で
き
る
ほ
ど

に
す
べ
て
を
開
示「
ギ
ブ
」す
る
代
わ
り
に
、20
年

の
独
占
排
他
権「
テ
イ
ク
」が
得
ら
れ
る
仕
組
み

で
す
。発
明
の
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
や
当
業

者
が
再
現
で
き
な
い
開
示「
不
適
切
な
ギ
ブ
」は
、

特
許
要
件
で
あ
る
特
許
法
36
条（
実
施
可
能
要

件
）違
反
に
な
り
無
効
理
由
を
持
つ
不
正
・
不
良

特
許
に
な
り
ま
す
。審
査
官
は
、こ
の
条
項
の
審

査
が
甘
く
こ
の
条
項
違
反
の
特
許
は
多
数
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
発
明
で
も
一
旦
特
許
に
な
れ
ば

そ
の
強
力
な
排
他
権
に
よ
っ
て
市
場
参
入
を
排

除
で
き
ま
す
。し
か
し
、も
し
こ
の
特
許
が
虚
偽

や
開
示
不
足
の
不
良
特
許（
詐
欺
特
許（
フ
ェ
イ

ク
特
許
））で
あ
っ
た
場
合
、誰
が
公
正
で
あ
る
べ

き
市
場
へ
の
参
入
や
競
争
を
妨
害
し
た
こ
と
の

責
任
を
取
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

特
許
法
1
9
7
条
に
は
、「
詐
欺
罪
」と
し
て
、詐

欺
行
為
に
よ
っ
て
特
許
や
特
許
権
の
存
続
期
間
の

延
長
登
録
又
は
審
決
を
受
け
た
者
は
、3
年
以
下

の
懲
役
又
は
3
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
と

あ
り
ま
す
。詐
欺
行
為
と
は
、審
査
官
を
欺
い
て
虚

偽
の
資
料
を
提
出
し
特
許
要
件
を
欠
く
発
明
に
つ

い
て
特
許
を
受
け
た
場
合
等
が
該
当
し
ま
す
。具

体
的
に
は
、明
細
書
記
載
の
効
果
を
奏
し
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、虚
偽
の
事
実
の
記
載
や
虚
偽
の

実
験
成
績
書
等
を
提
出
し
て
特
許
を
受
け
た
場

合
等
が
該
当
し
ま
す
。詐
欺
特
許
は
無
効
に
で
き

な
い
た
め
に
こ
の
刑
罰
で
対
応
す
る
と
の
こ
と

で
す
が
、法
令
不
備
と
考
え
ま
す
。こ
の
よ
う
な

詐
欺
特
許
は
、そ
の
市
場
へ
の
悪
質
性
か
ら
出
願

者
並
び
に
こ
れ
を
許
可
し
た
行
政
庁
員
も
同
罪

と
し
侵
害
罰
と
同
等
の
重
い
責
任
を
負
わ
す
べ

き
で
、出
願
者
の
み
を
罰
す
る
片
手
落
ち
の
罰
則

規
定
で
は
根
本
解
決
に
な
ら
ず
、公
正
社
会
の
実

現
に
は
ほ
ど
遠
い
と
考
え
ま
す
。

　

な
お
、特
許
に
よ
る
権
利
行
使
は
、事
業
一
体
の

「
行
為
法
」で
あ
る
非
出
願
知
財
と
比
べ
て
、右
記

観
点
か
ら
相
手
側
や
第
三
者
に
よ
る
刑
事
告
訴・

告
発
と
い
っ
た
反
訴
リ
ス
ク
の
可
能
性
や
特
許
ラ

イ
セ
ン
ス
の
知
財
保
証
リ
ス
ク
が
高
い
と
推
定
さ

れ
ま
す
。以
上
の
認
識
に
立
て
ば
、非
出
願
知
財
の

権
利
行
使
の
方
が
優
位
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

次
回
は
、知
財
品
質
の
向
上
等
に
つ
い
て
論
考

し
ま
す
。

知
財
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト 

㉑

　
　
　

〜
知
財
マ
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ジ
メ
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善
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識
〜
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図１  刑事事件と民事事件

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
者
ハ
イ
エ
ク
は「
隷
従
へ
の
道
」の
中
で
、「
自
ら
の（
知
財
等
）財
産
権
を
放
棄

し
、政
府
の
政
策
に
盲
従
す
る
者
は
隷
属
の
道
を
歩
む
」と
述
べ
て
い
る
。一
見
正
当
に
見
え
る

法
令
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
り
国
民
に
幻
想
を
煽
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
く
の
は
既
得
権

益
者
の
常
套
手
段
で
す
。国
民
は
自
ら
の
財
産
権
の
防
衛
に
向
け
て
、鵜
呑
み
に
し
な
い
姿
勢
と

正
し
い
見
識
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

関連 HP

玉井 誠一郎先生の略歴
大阪大学工学部・同大学院卒。
パナソニック㈱にて情報機器等の研究
開発事業責任者と半導体知財戦略TF
統括、大阪大学客員教授等を歴任。
著書：知財インテリジェンス、知財戦略
経営概論等。博士（学術）

図２　知財侵害等の刑事罰
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※
判
例
要
旨（
東
京
高
裁 

昭
和
56
年
5
月
20
日
判
決
）記

載
事
実
が
不
明
確
な
も
の
、記
載
事
実
が
特
定
さ
れ
な

い
も
の
、記
載
内
容
か
ら
犯
罪
が
成
立
し
な
い
こ
と
が
明

白
な
も
の
、事
件
に
公
訴
時
効
が
成
立
し
て
い
る
も
の
等

で
な
い
限
り
、検
察
官
・
司
法
警
察
員
は
告
訴
・
告
発
を

受
理
す
る
義
務
を
負
う
。


