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討

四
、
結
　
　
語

工業所有権の侵害差止訴訟と民訴法15条

一
、
問
題
の
所
在

　
民
訴
法
一
五
条
第
一
項
は
、
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
ハ
其
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
地
ノ
裁
判
所
二
之
レ
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て

い
る
。

　
工
業
所
有
権
の
侵
害
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
場
合
（
以
下
単
に
「
不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
」
と
い
う
）
と
不
法

行
為
を
構
成
し
な
い
場
合
（
以
下
単
に
「
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
」
と
い
う
）
が
あ
る
．
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
の
双
方
で
あ
る
。

不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
の
差
止
は
、
そ
も
そ
も
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
に
当
た
ら
な
い
か
ら
民
訴
法
一
五
条
の
対
象
に
は
な
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ら
な
い
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
民
訴
法
一
五
条
を
拡
張
解
釈
し
て
適
用
す
る
余
地
が
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
双
方
の
場
合
に
つ
い
て
民
訴
法
一
五
条
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た

い
。　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
特
に
不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
を
理
由
と
す
る
差
止
訴
訟
は
、
同
項
に
い
わ
ゆ
る
「
不
法

行
為
二
関
ス
ル
訴
」
と
い
え
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
古
く
か
ら
積
極
説
、
消
極
説
に
分
か
れ
て
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

　
　
　
　
　
（
1
）

と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
工
業
所
有
権
の
不
法
行
為
に
よ
る
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
訴
え
が
不
法
行
為
を
直
接
の
請
求
原
因
と

す
る
の
に
対
し
て
、
工
業
所
有
権
の
侵
害
差
止
請
求
の
訴
え
は
工
業
所
有
権
の
侵
害
を
請
求
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
に
不
法

行
為
を
請
求
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
工
業
所
有
権
の
侵
害
が
不
法
行
為
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
工
業
所
有

権
の
原
状
回
復
を
求
め
る
訴
え
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
、
工
業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
訴
訟
の
土
地
管
轄
に
つ
い
て
民
訴
法
一
五
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
、
換
言
す
れ

ぽ
不
法
行
為
に
よ
る
工
業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
を
民
訴
法
一
五
条
に
い
う
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
り
、
見
解
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
従
来
の
学
説
・
判
例
を
検
討
し
、
私
見
を
披
露
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
野
崎
悦
宏
「
差
止
請
求
訴
訟
の
管
轄
」
牧
野
利
秋
編
・
裁
判
実
務
大
系
9
工
業
所
有
権
訴
訟

　
　
三
五
頁
以
下
が
あ
る
。
、
本
稿
も
野
崎
論
文
に
教
え
ら
れ
る
処
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

70

二
、
学
説
・
判
例

不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
と
の
関
係
で
、
右
侵
害
差
止
の
訴
え
が
民
訴
法
一
五
条
一
項
に
い
う
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
』
に
あ
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た
る
か
否
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
・
判
例
は
、
こ
れ
に
あ
た
り
し
た
が
っ
て
同
項
の
特
別
裁
判
籍
を
認
め
る
と
す
る
積
極
説
と
、

こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
た
め
同
項
の
特
別
裁
判
籍
を
認
め
な
い
と
す
る
消
極
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。

1
　
消
極
説
　
　
人
格
権
、
物
権
等
の
侵
害
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
と
同
様
に
、
特
許
権
、
著
作
権
等
の
侵
害
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

求
は
、
こ
の
種
の
絶
対
権
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
で
は
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
．

　
判
例
と
し
て
は
、
東
京
地
決
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
〇
日
（
下
級
民
集
七
巻
＝
言
互
二
七
≡
責
）
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い

る
。　

　
原
告
は
、
本
訴
の
請
求
は
商
標
権
の
侵
害
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
法
行
為
を
直
接
の
請
求
原
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
被
告
等
に

　
は
故
意
又
は
過
失
が
あ
る
か
ら
、
被
告
等
の
侵
害
行
為
は
同
時
に
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
訴
は
こ
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
を
蒙

　
っ
て
い
る
商
標
権
の
原
状
回
復
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
訴
は
民
事
訴
訟
法
一
五
条
一
項
の
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
」
に
該
当
し
、
不
法
行

　
為
地
の
裁
判
所
た
る
当
庁
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
被
告
等
は
商
標
権
の
侵
害
を
原
因
と
し
て
侵
害
行
為
の
差
止
な
い
し
は
排
除
を
求

　
め
る
訴
は
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
」
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
本
訴
は
被
告
等
の
住
所
地
の
裁
判
所
た
る
大
阪
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
で

　
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
思
う
に
、
右
の
点
に
つ
い
て
は
学
説
上
争
が
あ
る
が
、
民
訴
一
五
条
一
項
に
い
わ
ゆ
る
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
」
と
は
不
法
行
為
を
請
求
原
因
と

　
す
る
訴
を
い
い
、
商
標
権
の
侵
害
そ
の
も
の
を
理
由
と
し
て
商
標
権
そ
れ
自
体
の
権
能
に
基
い
て
侵
害
の
差
止
な
い
し
は
排
除
を
求
め
る
訴
は
こ
れ
に

　
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
金
沢
地
判
昭
和
三
二
年
一
月
二
五
日
（
下
級
民
集
八
巻
一
号
一
〇
七
頁
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、

　
　
一
件
記
録
に
よ
れ
ば
起
訴
当
時
に
お
け
る
原
告
の
本
訴
請
求
は
、
東
京
都
内
に
住
居
を
有
し
菓
子
製
造
販
売
業
を
営
ん
で
い
る
被
告
等
に
対
し
、
被

　
告
等
が
そ
の
営
業
に
お
い
て
原
告
所
有
の
本
件
商
標
と
同
一
の
標
章
を
冒
用
し
て
い
る
か
ら
そ
の
差
止
を
求
め
、
且
つ
被
告
等
の
右
商
標
不
法
侵
害
に

　
よ
り
原
告
が
数
百
万
円
の
損
害
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
五
十
万
円
の
賠
償
を
求
め
る
旨
の
二
個
の
請
求
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
原
告
は

　
右
損
害
賠
償
の
請
求
を
取
下
げ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
訴
を
も
っ
て
数
個
の
請
求
を
な
す
場
合
、
一
つ
の
請
求
に
つ

　
い
て
の
み
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
に
そ
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
（
民
事
訴
訟
法
第
二
十
一
条
）
、
又
管
轄
は
起
訴
の
時
を
標
準
と
し
て
定
め
る
の
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で
あ
る
か
ら
（
同
法
第
二
十
九
条
）
併
合
請
求
に
お
い
て
一
つ
の
訴
に
し
か
管
轄
の
な
い
裁
判
所
に
訴
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
管
轄
原
因
と
な
っ
た
一
つ

の
訴
が
後
に
取
下
と
な
っ
て
も
一
度
生
じ
た
管
轄
に
影
響
が
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
本
件
に
お
い
て
原
告
の
商
標
権
侵
害
禁
止
の
請
求
の

管
轄
は
当
裁
判
所
に
属
せ
ず
被
告
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
東
京
地
方
裁
判
所
に
属
す
る
こ
と
被
告
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ

い
て
は
、
原
告
は
そ
の
義
務
履
行
地
で
あ
る
原
告
の
住
所
金
沢
市
を
管
轄
す
る
当
裁
判
所
で
審
理
す
る
こ
と
は
適
法
で
あ
り
、
右
管
轄
違
の
抗
弁
は
採

用
で
き
な
い
。

　
要
す
る
に
、
右
判
決
の
事
例
に
お
い
て
、
原
告
は
被
告
に
対
し
①
商
標
冒
用
の
差
止
と
②
商
標
権
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴

を
提
起
し
、
そ
の
後
②
を
取
下
げ
た
。
そ
こ
で
右
判
決
は
、
②
に
つ
い
て
当
該
裁
判
所
に
民
訴
法
一
五
条
の
管
轄
が
あ
れ
ば
民
訴
法
二
一

条
に
よ
り
①
に
つ
い
て
も
当
該
裁
判
所
に
併
合
請
求
の
土
地
管
轄
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
②
が
取
下
げ
ら
れ
て
も
民
訴
法
二
九
条
に
よ
り

当
該
裁
判
所
に
①
に
関
す
る
土
地
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
示
し
た
．
こ
の
判
示
は
、
当
該
裁
判
所
に
①
に
関
し
て
民
訴
法
一
五
条

の
土
地
管
轄
が
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
消
極
説
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
2
）

2
　
積
極
説
　
　
こ
れ
に
対
し
て
積
極
説
の
論
拠
は
、
第
一
に
、
民
訴
法
一
五
条
一
項
が
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
と
規
定
し
、
「
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
」
に
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
同
項
が
適
用
さ
れ
る
の
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に

限
定
さ
れ
ず
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
工
業
所
有
権
の
原
状
回
復
を
求
め
る
差
止
請
求
も
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
に

含
ま
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
工
業
所
有
権
の
侵
害
に
あ
っ
て
は
、
行
為
地
に
本
案
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
な
い
と
仮
処
分
に
よ
る
債
権

者
の
保
護
が
十
分
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
民
訴
法
一
五
条
の
「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
の
土
地
管
轄
が
不
法
行
為
地
の
裁
判

所
に
認
め
ら
れ
る
理
由
は
一
般
に
証
拠
調
の
便
利
性
と
権
利
者
の
保
護
の
迅
速
性
に
求
め
ら
れ
る
が
、
同
じ
工
業
所
有
権
侵
害
事
例
で
あ

っ
て
も
、
損
害
賠
償
の
訴
え
で
あ
れ
ば
不
法
行
為
地
の
特
別
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
る
結
果
、
証
拠
調
の
便
利
性
、
権
利
救
済
の
迅
速
性
が

保
障
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
差
止
請
求
で
は
右
の
利
益
が
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
両
請
求
間
の
均
衡
を
欠
く
結
果
に
な
る
こ
と
、

第
四
に
、
民
訴
法
二
一
条
に
よ
っ
て
併
合
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
る
結
果
、
消
極
説
を
前
提
と
し
て
も
、
差
止
請
求
に
つ
ぎ
管
轄
が
な
い
に
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も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
損
害
賠
償
請
求
の
訴
と
併
合
す
れ
ば
、
不
法
行
為
地
の
裁
判
所
に
差
止
訴
訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
損
害
賠
償
訴
訟
に
併
合
し
て
本
案
の
差
止
訴
訟
が
侵
害
地
（
不
法
行
為
地
）
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
差
止
の
仮
処
分
は
民

訴
法
七
五
七
条
一
項
に
よ
り
不
法
行
為
地
に
お
い
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
不
法
行
為
地
に
差
止
訴
訟
が
係

属
し
て
い
な
い
と
、
消
極
説
に
よ
る
か
ぎ
り
仮
処
分
に
つ
き
不
法
行
為
地
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
不
都
合
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な
根
拠
が
積
極
説
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
積
極
説
を
と
る
判
例
と
し
て
は
、
東
京
高
決
昭
和
三
二
年
二
月
二
八
日
（
高
裁
民
集
一
〇
巻
九
号
五
一
二
頁
、
本
決
定
は
前
掲
東
京
地
裁
昭

和
三
一
年
決
定
の
抗
告
審
決
定
で
あ
る
）
が
あ
る
。
本
決
定
は
、
直
接
に
は
管
轄
違
に
よ
る
移
送
の
決
定
に
対
し
て
抗
告
が
な
さ
れ
た
場
合
、

抗
告
裁
判
所
は
民
訴
法
一
三
条
所
定
の
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
民
訴
法
一
五

条
に
つ
い
て
も
以
下
の
と
お
り
判
示
し
て
い
る
。

　
　
先
ず
民
事
訴
訟
法
第
十
五
条
の
管
轄
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
、
本
件
訴
状
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
抗
告
人
は
本
訴
に
お
い
て
、
相
手
方
等
に
対

　
し
、
そ
の
一
定
の
行
為
が
、
抗
告
人
の
有
す
る
商
標
権
の
内
容
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
が
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
禁
止
が
果

　
し
て
、
対
世
的
の
権
利
で
あ
る
商
標
権
の
内
容
の
円
満
な
る
実
現
を
期
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
物
権
的
請
求
権
の
行
使
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

　
か
、
或
は
相
手
方
が
故
意
過
失
に
よ
っ
て
右
商
標
権
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
上
の
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
白
で

　
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
訴
訟
請
求
原
因
第
三
項
に
、
「
然
る
に
被
告
等
（
本
件
相
手
方
等
）
は
、
原
告
会
社
（
本
件
抗
告
人
）
の
前
記
企
画
を
察
知
し
、

　
逸
速
く
、
フ
ソ
ト
（
サ
ン
ス
タ
ー
）
の
近
日
発
売
予
告
を
左
記
新
聞
に
広
告
し
ま
し
た
。
」
及
び
「
原
告
は
同
年
二
月
八
日
ソ
フ
ト
な
る
商
標
を
広
告
に
使

　
用
す
る
こ
と
を
中
止
せ
ら
る
べ
く
、
被
告
等
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
同
月
九
日
付
を
以
て
、
被
告
等
は
、
ソ
フ
ト
サ
ン
ス
タ
ー
な
る
商
標
の
歯
磨
を
新

　
聞
に
広
告
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
単
な
る
ソ
フ
ト
で
広
告
し
た
こ
と
は
な
い
と
抗
弁
し
て
来
ま
し
た
。
」
と
、
ま
た
同
第
四
項
に
「
被
告
が
斯
く
の
如
き

　
包
装
の
歯
磨
サ
ン
ス
タ
ー
を
製
造
販
売
す
る
こ
と
は
、
明
白
に
商
標
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
原
告
の
専
用
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
徴
す
れ
ば
、
抗
告
人
は
、
本
訴
請
求
原
因
と
し
て
、

　
相
手
方
等
の
故
意
過
失
を
も
主
張
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
本
件
訴
は
、
抗
告
人
が
当
裁
判
所
に
お
い
て
釈
明
し
て
い

　
る
よ
う
に
、
不
法
行
為
を
原
因
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
尤
も
不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
原
告
が
本
訴
に
お
い
て
主
張
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す
る
よ
う
な
、
侵
害
行
為
禁
止
の
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
抗
告
代
理
人
は
、
商
標

権
そ
の
他
工
業
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
損
害
の
金
銭
に
よ
る
賠
償
ば
か
り
で
な
く
、
侵
害
行
為
の
禁
止
を
も
請
求

し
得
る
も
の
と
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
同
人
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
本
案
の
成
否
に
は
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
で
は
あ

ろ
う
が
、
本
訴
請
求
の
性
質
に
つ
い
て
の
前
認
定
を
左
右
す
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
静
岡
地
裁
浜
松
支
決
昭
和
五
〇
年
六
月
二
五
日
（
無
体
集
七
巻
一
号
一
八
八
頁
）
も
積
極
説
を
と
る
。
後
者
は
、
積
極
説
あ
前

掲
論
拠
第
三
を
指
摘
し
、
損
害
賠
償
の
訴
と
差
止
請
求
の
訴
と
を
区
別
す
べ
き
合
理
的
根
拠
も
実
益
も
な
い
と
し
て
い
る
。
以
下
の
ご
と

く
判
示
し
て
い
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
同
法
一
五
条
に
い
う
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
」
と
は
民
法
七
〇
九
条
な
い
し
七
二
四
条
に
規
定
す
る
不
法
行
為
の
訴
よ
り
も
広
く
、

　
故
意
、
過
失
等
の
帰
責
原
因
が
な
く
て
も
、
お
よ
そ
賠
償
責
任
を
生
ず
る
す
べ
て
の
違
法
な
行
為
に
基
づ
く
訴
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。

　
そ
し
て
、
特
許
権
侵
害
差
止
請
求
の
訴
は
、
侵
害
者
の
故
意
、
過
失
が
な
く
て
も
、
客
観
的
に
み
て
違
法
な
侵
害
行
為
で
あ
る
限
り
、
そ
の
行
為
を
排

　
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
民
事
訴
訟
法
一
五
条
の
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
た
理
由
が
、
不
法
行
為
地
で
審
理
す
れ
ば
、
証
拠
調

　
が
容
易
で
権
利
者
を
迅
速
に
保
護
し
得
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
損
害
賠
償
の
訴
と
差
止
請
求
の
訴
と
を
区
別
す
べ
き
合
理
的
根
拠
も
な
け
れ
ば
、
そ
の

　
実
益
も
な
い
こ
と
か
ら
み
る
と
、
特
許
権
侵
害
差
止
請
求
の
訴
は
、
同
法
一
五
条
に
い
う
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
」
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。

74

　
二
（
A
）
　
次
に
．
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
学
説
を
考
察
し
て
み
よ
う
．

　
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
民
法
（
以
下
B
G
B
と
表
示
す
る
）
で
は
、
債
務
不
履
行
お
よ
び
不
法
行
為
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
損
害
回
復

の
原
則
は
、
原
状
回
復
で
あ
り
（
B
G
B
二
四
九
条
一
項
）
、
そ
れ
が
不
能
で
あ
っ
た
り
十
分
で
な
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
金
銭
賠
償
に
ょ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
．
工
業
所
有
権
侵
害
に
あ
っ
て
は
す
で
に
発
生
し
た
損
害
の
回
復
は
金
銭
賠
償
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
．
と
こ
ろ
で
、

B
G
B
で
は
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
妨
害
予
防
・
差
止
請
求
権
は
、
氏
名
権
（
B
G
B
一

二
条
）
、
所
有
権
（
B
G
B
一
〇
〇
四
条
）
や
占
有
権
（
B
G
B
八
六
二
条
一
項
）
の
違
法
な
侵
害
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
．
工
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業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
権
の
根
拠
い
か
ん
に
つ
い
て
学
説
上
問
題
が
あ
る
．
仮
り
に
そ
れ
を
不
法
行
為
の
原
状
回
復
の
一
態
様
と
考

え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
に
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
．
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
根
拠
を
物
権
的
請
求
権

の
類
推
に
求
め
る
な
ら
ば
、
同
条
の
適
用
を
う
け
る
か
否
か
が
間
題
に
な
る
．

　
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
は
侵
害
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
場
合
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
と
も
に
差
止
請
求
に
つ

い
て
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
の
適
用
を
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
．

1
　
閃
o
器
暮
Φ
茜
－
ω
畠
嶺
菩
｝
辰
。
卜
島
。
oQ
」
o
。
刈
に
よ
れ
ば
、
日
本
民
訴
法
一
五
条
に
相
当
す
る
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
に
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
不
法
行
為
に
基
づ
く
訴
」
に
は
、
例
え
ば
著
作
権
、
特
許
権
ま
た
は
商
標
権
等
の
絶
対
権
に
対
す
る
客
観
的
及
び
違
法
な
侵
害
の
差
止

を
求
め
る
訴
え
も
含
ま
れ
る
も
の
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
客
観
的
な
侵
害
の
差
止
請
求
に
も
三
二
条
の
適
用
を
認
め
る
点
で
、
私
見
と
共

通
し
て
い
る
．
同
様
の
見
解
を
と
る
も
の
に
円
ぎ
巨
器
も
暮
N
P
N
℃
○
虞
・
＞
島
・
ω
為
・
。
が
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
絶
対
権
の
違
法
な
侵
害

に
あ
っ
て
責
任
欠
敏
の
た
め
ド
イ
ッ
民
訴
法
八
二
三
条
（
不
法
行
為
の
原
則
規
定
）
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
し
た
が
っ
て
侵
害
に
よ
る

損
害
賠
償
で
は
な
く
侵
害
の
差
止
請
求
の
場
合
で
も
、
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
の
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
規
定
の
適
用
を
認
め
て
、

図
8
9
冨
お
－
の
魯
≦
菩
の
前
掲
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

2
　
さ
ら
に
は
、
産
業
上
の
権
利
保
護
に
起
因
す
る
訴
え
に
つ
き
三
二
条
の
適
用
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
、
1
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
こ
の
点
、
明
言
は
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
国
①
曽
ρ
ヒ
8
目
暮
貯
ざ
巨
目
窪
鼠
り
の
」
8
が
あ
り
、

ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
に
い
う
不
法
行
為
概
念
を
広
く
と
り
、
ド
イ
ッ
民
法
八
二
三
条
な
い
し
八
五
三
条
に
規
定
さ
れ
た
請
求
権
に
限
ら

ず
、
危
険
責
任
か
ら
生
ず
る
す
べ
て
の
請
求
権
な
ら
び
に
産
業
上
の
権
利
保
護
に
起
因
す
る
訴
え
を
も
こ
れ
に
含
め
て
い
る
し
、
N
α
一
一
8

N
貯
出
頁
8
3
0
旨
巨
轟
一
ρ
卜
島
。
ω
●
器
α
も
同
様
に
、
絶
対
権
の
侵
害
、
就
中
産
業
上
の
権
利
保
護
に
は
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
の
適

用
を
認
め
て
い
る
。

3
　
こ
れ
に
対
し
て
、
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
の
差
止
に
つ
い
て
は
消
極
説
を
と
り
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
の
差
止
に
つ
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き
積
極
説
を
と
る
見
解
と
し
て
、
幹
①
鼠
ら
8
器
堕
N
b
O
8
・
＞
島
ふ
・
＝
9
霞
き
鱒
9
0
。
一
驚
・
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作
権
、
特
許

権
、
商
号
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
等
の
産
業
上
の
権
利
保
護
の
訴
え
に
つ
き
、
特
に
不
法
行
為
を
基
礎
と
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
か

ら
導
か
れ
る
法
律
効
果
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
訴
訟
に
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え

ば
、
既
に
継
続
中
の
不
法
行
為
に
つ
き
不
作
為
を
求
め
る
訴
え
、
不
法
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
予
防
的
不
作
為
の
訴

え
、
す
な
わ
ち
侵
害
の
差
止
請
求
に
つ
き
特
別
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
法
上
、
学
説
は
少
な
く
と
も
不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
の
差
止
に
つ
い
て
は
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
を
認
め

る
積
極
説
が
通
説
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
損
害
の
差
止
に
つ
い
て
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
を
認
め
る

見
解
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
（
B
）
次
に
、
ド
イ
ッ
の
判
例
を
み
る
と
、
戦
前
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
時
代
は
消
極
説
も
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
積
極
説
が
と
ら
れ
て
い
る
よ

　
　
　
（
4
）

う
で
あ
る
。

（
1
）
　
兼
子
・
条
解
（
旧
版
）
上
四
〇
頁
、
兼
子
・
条
解
（
新
版
）
五
一
頁
、
元
木
「
特
別
紛
争
の
際
の
仮
処
分
」
実
務
法
律
大
系
8
「
仮
差
押
・
仮

　
処
分
」
五
八
五
頁
。

（
2
）
　
菊
井
”
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
－
八
八
頁
。
積
極
説
に
た
つ
学
説
は
こ
の
他
に
も
、
細
野
・
要
義
二
四
七
頁
、
加
藤
正
治
・
要
論
八
○
頁
、

斉
藤
（
秀
）
・
注
解
民
事
訴
訟
法
ω
一
一
五
頁
、
渡
部
・
特
許
百
選
一
六
六
頁
、
古
関
・
商
標
・
商
号
・
不
正
競
争
百
選
一
〇
六
頁
、
牧
野
「
特
許
仮

処
分
」
注
解
民
事
執
行
法
ω
二
七
三
頁
、
野
崎
・
前
掲
論
文
三
五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
閃
Q
N
ト
ω
O
倉
0
9
8
0
●

（
4
）
田
O
鍔
乞
q
ミ
一
8
0
」
q
ω
評
○
ピ
O
目
三
夷
①
ダ
乞
q
≦
這
q
一
ふ
O
S
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三
、
検

討

一
　
消
極
説
は
、
差
止
請
求
を
、
原
状
回
復
を
求
め
る
絶
対
権
の
作
用
で
あ
っ
て
不
法
行
為
を
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
原
因
と
す
る
訴
え
で
は

な
い
か
ら
、
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
で
は
な
い
と
す
る
。
不
法
行
為
に
よ
る
工
業
所
有
権
侵
害
の
ケ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
不
法
行
為
の

継
続
中
は
原
状
回
復
の
手
段
が
不
法
行
為
（
侵
害
行
為
）
の
除
去
（
不
作
為
請
求
）
な
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
で
あ

る
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
絶
対
権
の
作
用
の
内
容
が
不
法
行
為
の
除
去
な
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
原
状
回
復
、
差
止
が
絶
対
権

の
作
用
で
あ
る
こ
と
と
、
差
止
請
求
が
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
で
あ
る
こ
と
と
は
相
容
れ
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
矛
盾
す
る
の
は
、
不

法
行
為
に
よ
ら
な
い
工
業
所
有
権
の
侵
害
行
為
に
限
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二
　
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
積
極
説
の
論
拠
を
検
討
し
て
み
た
い
。
文
理
解
釈
が
法
解
釈
の
基
本
に
な
る
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
ま
ず
第
一
の

論
拠
で
あ
る
民
訴
法
一
五
条
一
項
の
文
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
請
求
の
訴
」
で
は
な
く
、

「
不
法
行
為
二
関
ス
ル
訴
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
後
者
を
前
者
よ
り
よ
り
広
く
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
文
理
上
の
不
自
然
さ
は

な
い
。
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
も
．
．
困
夷
窪
豊
ω
茸
①
二
讐
耳
窪
国
導
色
毒
鴨
づ
．
．
「
不
法
行
為
に
基
づ
く
訴
え
」
（
法
務
資
料
第
四
四
〇
号
・

ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
典
一
九
頁
）
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
理
上
は
両
条
と
も
に
、
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
を
不
法
行
為
の
損

害
賠
償
請
求
に
限
定
せ
ず
、
不
法
行
為
を
原
因
と
し
て
生
じ
る
法
律
関
係
を
め
ぐ
る
訴
え
に
ま
で
そ
れ
を
拡
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
文
理
か
ら
す
れ
ば
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る
工
業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
は
民
訴
法
一
五
条
一
項
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
文
理
解
釈
が
、
積
極
説
の
第
三
の
根
拠
で
あ
る
一
五
条
の
立
法
趣
旨
す
な
わ
ち
証
拠
調
の
便
利
性
や
権
利
救
済
の
迅
速
性
と

い
う
実
質
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
日
本
民
訴
法
一
五
条
と
同
様
の
規
定
で
あ
る
ド
イ
ッ
民
訴
法
三
二
条
の
解
釈
に
あ
た
り
、
以
下
の
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ッ
民
訴
法
の
制
定
は
ド
イ
ッ
民
法
の
そ
れ
よ
り
古
く
、
し
た
が
っ
て
同
条
に
い
う
不
法
行
為
の
概
念
の
解
釈
に
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あ
た
り
ド
イ
ッ
民
法
の
不
法
行
為
概
念
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
不
法
行
為
の
特

別
裁
判
籍
を
認
め
る
目
的
で
あ
る
証
拠
調
の
便
利
性
や
権
利
救
済
の
迅
速
性
と
い
う
実
質
的
な
観
点
，
制
定
趣
旨
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
こ
の
観
点
は
消
極
説
よ
り
積
極
説
を
、
さ
ら
に
は
積
極
説
を
さ
ら
に
延
長
し
て
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
の
差
止
に
い
た
る
ま

で
不
法
行
為
の
特
別
裁
判
籍
を
拡
大
す
る
見
解
に
到
達
す
る
途
を
開
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
文
理
上
、
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
に
ょ
る
差
止
請
求
に
同
条
の
適
用
は
な
い
こ
と
に
な
る
．
同
条
の
立
法
趣

旨
は
、
証
拠
調
の
便
利
性
と
権
利
救
済
の
迅
速
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
工
業
所
有
権
の
侵
害
差
止
請

求
の
訴
え
に
つ
い
て
も
、
侵
害
地
に
管
轄
を
認
め
た
ほ
う
が
、
証
拠
調
の
便
利
性
、
権
利
救
済
の
迅
速
性
の
要
請
を
よ
り
よ
く
満
た
す
こ

と
が
で
き
、
右
の
立
法
趣
旨
に
か
な
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
見
は
右
の
立
法
趣
旨
か
ら
み
て
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る

工
業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
工
業
所
有
権
侵
害
を
直
接
の
請
求
原
因
と
す
る
と
は
い
え
、
民
訴
法
一
五
条
を
適
用
す
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
工
業
所
有
権
侵
害
の
差
止
請
求
に
つ
い
て

も
、
そ
の
立
法
趣
旨
か
ら
み
て
民
訴
法
一
五
条
を
拡
張
解
釈
し
て
工
業
所
有
権
侵
害
地
の
土
地
管
轄
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
特
別
管
轄
の
規
定
は
厳
格
に
解
釈
し
、
そ
の
結
果
生
じ
た
不
都
合
は
民
訴
法
三
一
条
で
是
正
す
れ
ば

足
り
る
と
す
る
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
法
律
の
建
前
と
し
て
は
一
三
条
は
あ
く
ま
で
も
例
外
規
定
で
、
類
型
的
に
特
別
管
轄
で

捉
え
ら
れ
る
も
の
は
特
別
管
轄
に
含
め
る
と
の
解
釈
論
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
積
極
説
の
論
拠
第
二
も
、
十
分
に
理
由
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
管
轄
の
配
分
を
考
え
る
場
合
、
事
件
の
適
正
な
配
分
と
い
う
公
益
的
要
請
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
事
者
間
の
衡
平
の
要
請

を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
事
件
の
一
部
裁
判
所
へ
の
偏
在
の
危
険
が
、
民
訴
法
一
五
条
を
拡
張
解
釈
し
て

不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
侵
害
の
差
止
請
求
訴
訟
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顕
著
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
つ
ぎ
に
当
事
者
間
の
衡
平
な
い
し
利
益
衡
量
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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被
告
と
し
て
は
、
民
訴
法
一
条
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
訴
訟
追
行
上
の
利
益
は
護
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
例
外
的
に
一
五
条
の
特
別

裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
方
で
は
証
拠
調
の
便
利
性
と
被
害
者
の
救
済
の
迅
速
性
の
要
請
を
重
視
し
、
他
方
で
は
被
告
が
不
法
行

為
の
加
害
者
で
あ
る
負
い
目
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
不
法
行
為
で
は
な
く
て
も
違
法
行
為
で
あ
れ
ば
、
管
轄

の
衡
平
な
配
分
を
考
え
る
場
合
利
益
状
況
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
．
不
法
行
為
に
よ
ら
な
い
工
業
所
有
権
の
侵
害
と
い
え
ど
も
、

可
非
難
性
の
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
法
一
五
条
を
拡
張

解
釈
す
る
こ
と
に
つ
ぎ
問
題
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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四
、
結

語

　
以
上
の
検
討
を
要
約
す
れ
ぽ
、
消
極
説
は
狭
き
に
失
し
、
民
訴
法
一
五
条
の
目
的
に
適
わ
な
い
も
の
と
考
え
る
．
ま
た
、
従
来
積
極
説

は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
侵
害
の
差
止
請
求
に
つ
き
民
訴
法
一
五
条
の
適
用
を
認
め
た
が
、
私
見
は
不
法
行
為
に
よ
ら
な
い
工
業
所
有
権

侵
害
の
差
止
請
求
に
つ
い
て
も
民
訴
法
一
五
条
を
拡
張
解
釈
し
て
そ
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
従

来
の
積
極
説
と
異
な
る
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
元
年
三
月
七
日
脱
稿
〉
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