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商標審査便覧 
 

目 次 

 

凡例 

 

 

１３．代理人 

 

１３．７１ 国際商標登録出願に国内代理人がいない場合の起案について 

 

 

１５．優先権 

 

１５．０１ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する優先権の有無の審査について 

 

１５．０２ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色

彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の「商標の一致」の判断について 

 

１５．０３ 優先権主張を伴う商標登録出願に関する標準文字の「商標の一致」の判断について 

 

 

１６．出願時の特例 

 

１６．０１ 出願時の特例の主張に係る取扱い 

 

１６．０４ 特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

 

１７．分割、出願変更、補正却下の新出願 

 

１７．０３ 出願の変更があったときのもとの出願についての取扱い 

 

 

１８．セントラルアタック後の再出願 

 

１８．０１ セントラルアタック後の再出願に係る取扱い 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/13_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/15_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/15_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/15_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/16_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/16_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/17_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/18_01.pdf
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１９．標準文字等に関する手続き 

 

１９．０１ 商標法第５条第３項に規定する標準文字の指定について 

 

１９．７１ 国際商標登録出願について「standard characters」である旨の宣言があった場合の

取扱い 

 

 

２０．審 査 

 

２０．０１ 面接等の実施に関する取扱い 

 

２０．０２ 早期審査制度 

 

２０．０３ 上申書等により応答期間の延長の求めがあった場合の取扱い 

 

２０．０４ 審査の手続の中止について 

 

 

２５．商標登録を受けようとする商標 

 

２５．０１ 商標法第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする際の手続について 

 

２５．７１ 国際商標登録出願において「標章音訳」、｢標章の翻訳」又は「標章の記述」の記載

があった場合の取扱い 

 

２５．７２ 国際商標登録出願における色彩についての取扱い 

 

 

２６．防護標章 

 

２６．０１ 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

 

２６．０２ 防護標章更新登録出願の願書と登録原簿との照合の結果、出願人が防護標章登録に

基づく権利を有する者と相違する場合の取扱い 

 

（２６．０３） 出願人の同一認定に関する取扱い 

→ ４２．１１１．０１ 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/19_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/19_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/20_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/20_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/20_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/20_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/25_72.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/26_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/26_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_01.pdf
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２７．団体商標、地域団体商標 

 

２７．０１ 団体商標の取扱いについて 

 

２７．０２ 地域団体商標の取扱いについて 

 

２７．７１ 国際商標登録出願において「Collective mark,certification mark, or guarantee 

mark」の記載がある場合の取扱い 

 

 

２８．小売等役務商標 

 

２８．０１ 商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示についての取扱い 

 

 

３１．要旨変更 

 

３１．７１ 国際事務局より通報された「商品等に関する限定 (limitation)」が要旨の変更と 

なる場合の取扱い 

 

 

４０．拒絶の理由の通知 

 

４０．０１ 先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知 

 

４０．０２ 商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の開示 

 

４０．０３ 政令で定める期間内における拒絶理由の通知 

 

４０．０４ 商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知 

 

４０．０５ セントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく商標権に係る商標を引用

する拒絶理由の通知 

 

 

４１．第３条 

 

４１．０１ 商標法第３条の趣旨に反する場合の審査運用について 

 

 

４１．１００ 第３条第１項柱書 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/28_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/31_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/40_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_01.pdf
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４１．１００．０１ 出願人の名義変更があった場合の商標法第３条第１項柱書の取扱い 

 

（４１．１００．０２）立体商標の願書への記載について 

→ ４９．０１  

 

４１．１００．０３ 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用につ

いて 

 

４１．１００．０４ 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋

然性が高い商標登録出願について 

 

４１．１００．０５ 出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務に係る商品又は役務

を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の取扱い 

 

 

４１．１０１ 第３条第１項第１号 

 

（４１．１０１．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

 

４１．１０３ 第３条第１項第３号 

 

４１．１０３．０１ 外国の地名等に関する商標について 

 

４１．１０３．０２ 建造物の名称等からなる商標登録出願の取扱い 

 

４１．１０３．０３ 国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い 

 

（４１．１０３．０４） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２ 

 

（４１．１０３．５２） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４１．１０５ 第３条第１項第５号 

（４１．１０５．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
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４１．１０６ 第３条第１項第６号 

 

（４１．１０６．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

 

（４１．１０６．５２） 「国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い」についての説

明 

→ ４１．１０３．０３  

 

４１．２００ 第３条第２項 

（４１．２００．５１） 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

→ ４９．０２  

 

４２．第４条 

 

４２．１０１ 第４条第１項第１号 

 

４２．１０１．０１ 外国の国旗の取扱い 

 

 

４２．１０３ 第４条第１項第３号 

 

４２．１０３．０１ 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 

 

４２．１０４ 第４条第１項第４号 

 

４２．１０４．０１ 商標法第４条第１項第４号に規定する赤十字等の標章について 

 

 

４２．１０５ 第４条第１項第５号 

 

（４２．１０５．５１） 商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 → ４２．１０３．０１ 

 

 

４２．１０７ 第４条第１項第７号 

 

４２．１０７．０２ 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標（「××

士」「××博士」等）の取扱い  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_101_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_104_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_02.pdf
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４２．１０７．０３ 暴力団に係る標章（代紋等）の取扱い 

 

４２．１０７．０４ 歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取

扱いについて 

 

４２．１０７. ０５ 歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い 

 

４２．１０７．０６ 家紋からなる商標登録出願の取扱い  

 

４２．１０７．０７ 著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い  

 

４２．１０７．３５ 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれ

がある商標（「○○審議会」「○○公団」「○○協会」等）の取扱い 

 

４２．１０７．３６ 「会社」等の文字を有する商標の取扱い 

 

（４２．１０７．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

   

（４２．１０７．５２） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

 

４２．１０８ 第４条第１項第８号 

 

４２．１０８．０１ 第４条第１項第８号に関する承諾書の取扱い 

 

（４２．１０８．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

４２．１０８．０２ 商標法第４条第１項第８号における「商標の使用をする商品又は役務の分

野において需要者の間に広く認識されている氏名」の審査に関する具体的

な取扱い 

 

４２．１０８．０３ 商標法第４条第１項第８号における「政令で定める要件」の審査に関する

具体的な取扱い 

 

 

４２．１１０ 第４条第１項第１０号 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_35.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_36.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_108_03.pdf
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４２．１１０．０１ 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項第１

０号等の適用について 

 

（４２．１１０．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

   

（４２．１１０．５２） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

 

（４２．１１０．５３） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１０．５４） 他人の周知商標と同一又は類似の商標について（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０８  

 

 

４２．１１１ 第４条第１項第１１号 

 

４２．１１１．０１ 出願人の同一認定に関する取扱い 

 

４２．１１１．０３ 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 

 

（４２．１１１．５１） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

 

（４２．１１１．５２） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１１．５３） 他人の商標との類否判断について（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０６  

 

 

４２．１１４ 第４条第１項第１４号 

 

４２．１１４．０１ 種苗の登録品種の名称に関する取扱い 

 

 

４２．１１５ 第４条第１項第１５号 

 

（４２．１１５．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_111_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_114_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
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（４２．１１５．５２） 建造物の名称等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０２ 

 

（４２．１１５．５３） 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

→ ４２．１１９．０１ 

   

（４２．１１５．５４） 外国標章等の保護に関する取扱い 

→ ４２．１１９．０２ 

 

（４２．１１５．５５） 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断につい

て（地域団体商標） 

→ ４７．１０１．０９  

 

（４２．１１５．５６） 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項

第１０号等の適用について 

→ ４２．１１０．０１ 

 

 

４２．１１６ 第４条第１項第１６号 

 

（４２．１１６．５１） 外国の地名等に関する商標について 

→ ４１．１０３．０１  

 

（４２．１１６．５２） 建造物の名称等を表す商標について 

→ ４１．１０３．０２ 

 

（４２．１１６．５３） 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載につい

て 

→ ４７．１０１．０７  

 

（４２．１１６．５４） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４２．１１７ 第４条第１項第１７号 

 

４２．１１７．０１ ＴＲＩＰＳ協定を踏まえた商標法第４条第１項第１７号の解釈について 

 

４２．１１７．０２ 商標法第４条第１項第１７号の規定による産地の指定について 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_09.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_02.pdf
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４２．１１７．０３ 世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する

標章について 

 

（４２．１１７．５１） 外国政府等との取決めについて 

→ ８８．０１  

 

 

４２．１１８ 第４条第１項第１８号 

 

４２．１１８．０１ 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状(商標法第

４条第１項第１８号)に関する取扱い 

 

 

４２．１１９ 第４条第１項第１９号 

 

４２．１１９．０１ 「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い 

 

４２．１１９．０２ 外国標章等の保護に関する取扱い 

 

４２．１１９．０３ 商標法第４条第１項第１９号に関する審査について 

 

 

４２．４００ 第４条第４項 

 

４２．４００．０１ 先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い 

 

４２．４００．０２ 商標法第４条第４項の主張に係る資料の取扱い 

 

 

４４．同日出願 

 

４４．０１ 商標法第８条第５項に規定するくじの取扱い 

 

４４．０２ 複雑な競合関係にある商標法第８条第５項に係る「くじ」の実施方法について（審

査事例） 

 

 

４５．重複出願 

 

４５．７１  商標法第６８条の１０で規定する国際商標登録出願の出願時の特例についての取扱

い 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_118_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_400_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_400_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/44_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/44_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/45_71.pdf


 

 

- 10 - 

 

 

 

 

４６．第６条 

 

４６．０１ 不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について 

 

４６．０２ 仮想空間及び非代替性トークン（ＮＦＴ）に関する指定商品・指定役務について 

 

 

４７．第７条の２ 

 

４７．１０１．０１ 地域団体商標登録出願に係る主体要件について 

 

４７．１０１．０３ 外国の地名に係る地域団体商標の周知性について 

 

４７．１０１．０４ 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなること 

 

４７．１０１．０５ 商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有することについて 

 

４７．１０１．０６ 他人の商標との類否判断について 

 

４７．１０１．０７ 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載について 

 

４７．１０１．０８ 他人の周知商標と同一又は類似の商標について 

 

４７．１０１．０９ 他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかの判断について 

 

４７．１０１．１０ 地域団体商標に係る団体の構成員について 

 

（４７．１０１．５１） 地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する商標法第４条第１項

第１０号等の適用について 

→ ４２．１１０．０１ 

 

４７．１０１.１１ 地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要

件について 

 

 

４９．立体商標 

 

４９．０１ 立体商標の願書への記載について 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_09.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_110_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_01.pdf
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４９．０２ 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

 

４９．０３ 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断について 

 

 

５２．動き商標 
 

５２．０１ 動き商標の願書への記載について 

 

 

５４．色彩のみからなる商標 

 

５４．０１ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の記載）について 

 

５４．０２ 色彩のみからなる商標の願書への記載（商標の詳細な説明）について 

 

５４．０３ 色彩のみからなる商標の出願における「金色」等の色彩に関する取扱い 

 

５４．０４ 色彩のみからなる商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真によ

り記載されている場合の取扱い 

 

５４．０５ 色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い 

 

５４．０６ 色彩のみからなる商標における使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い 

 

５４．０７ 色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法（色彩の同一性

の判断）について 

 

５４．０８ 色彩のみからなる商標に関する第４条第１項第１１号の審査における取引の実情の

考慮について 

 

 

５５．音商標 

   

５５．０１ 音商標の願書への記載及び物件について 

 

５５．０２ 音商標の願書への記載（五線譜にて商標を表す場合）ついて 

 

５５．０３ 音商標の願書への記載（文字にて商標を表す場合）について 

 

５５．０４ 音商標の願書への記載（五線譜及び文字の組み合わせにて商標を表す場合）につい 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/49_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/52_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/55_04.pdf
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て 

 

 

５６．位置商標 

 

５６．０１ 位置商標の願書への記載について 

 

５６．０２ 位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されて

いる場合の取扱い 

 

５６．０３ 位置商標における識別力の考え方について 

 

 

８５．出願公開 

 

８５．０１ 出願公開に伴う、「公序良俗を害するおそれのある商標」及び「公序良俗を害するお

それのある指定商品又は指定役務」について 

 

８５．７１ 国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の翻訳の作成と公報等への掲載に関

する取扱い 

 

 

８８．外国政府等との取決め 

 

８８．０１ 外国政府等との取決めについて 

 

 

８９．情報の提供 

 

８９．０１ 商標登録出願に関する情報提供について 

 

８９．０２ 国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供につ

いて 

 

８９．０３ 博覧会の賞に関する情報提供について 

 

 

Ａ１．基礎登録又は基礎出願 

 

Ａ１．０１ ２以上の基礎となる商標登録又は商標登録出願に関する取扱い 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/56_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/85_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/85_71.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a1_01.pdf
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Ａ２．国際登録出願に係る商標 

 

Ａ２．０１ 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一に関する取扱

い 

 

Ａ２．０２ 基礎登録又は基礎出願が立体商標である場合の商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０３ 基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字による場合の国際登録出願における標

準文字の宣言と商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０４ 色彩を構成要素としている商標の同一に関する取扱い 

 

Ａ２．０５ 国際登録出願に係る商標（ラテン文字、アラビア数字、ローマ数字以外の表記）の

音訳についての取扱い 

 

Ａ２．０６ 国際登録出願に係る商標の翻訳についての取扱い 

 

Ａ２．０７ 国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い（商標法第５条第４項で規定する

商標の詳細な説明を除く） 

 

Ａ２．０８ 国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い（商標法第５

条第４項で規定する商標の詳細な説明について） 

 

 

Ａ３．国際登録出願に係る商品又は役務 

  

Ａ３．０１ 国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い 

 

Ａ３．０２ 国際登録出願に係る類の記載に関する取扱い 

 

Ａ３．０３ 国際登録出願に係る商品及び役務の記載に関して国際事務局から欠陥の通報があっ

た場合の取扱い 

 

 

Ａ８．国際事務局への通報 

 

Ａ８．０１ 基礎登録又は基礎出願に係る指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が消滅した

場合における国際事務局への通報について 

 

Ａ８．０２ 基礎登録又は基礎出願の分割があった場合の国際事務局への通報について 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_04.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_05.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a2_08.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a3_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a8_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/a8_02.pdf
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資  料 

 

巻末資料１－１ 平成２８年９月２３日に指定された標準文字一覧  

 

巻末資料１－２ 平成９年２月２４日に指定（平成１５年及び平成１６年に文字追加）された標

準文字一覧 

（→１９．０１） 

 

巻末資料２－１ 商標法第４条第１項第１７号に規定する世界貿易機関（ＷＴＯ）加盟国のぶど

う酒又は蒸留酒の産地を表示する標章について 

（→４２．１１７．０３） 

 

巻末資料２－２ ＷＴＯ加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/19_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/data2_1.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/data2.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/data2.htm
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_117_03.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/data2_2.pdf
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凡例 

 

１．この商標審査便覧は、その使用を容易にし、かつ今後の改訂、補充等を容

易にするため、商標審査便覧分類表に示す分類を用いています。 

なお、この分類は、特許・実用新案審査便覧に準じた分類分けがなされて

います。 

すなわち、分類表に示すように、商標審査における実務上の手続の順序に

即して分割した 11個のグループを基本の骨格とし、そのグループをさらに 10

個に分割して、関係の深い事項をその事項の重要度、実務上の使用頻度など

によって適宜配列分類することにより、合計 110個の分類を構成しました。 

なお、上記の分類によらないものは適宜配列してあります。 

また、分類表中の表題のない欄は、将来の補充に備えたものですが、補充

する事項を予想して空欄を設けたものではありません。 

 

２．分類標数について 

00から A9に至る 110個の２桁の数字を分類の基本標数とし、この基本標数

は、それぞれ一つのまとまった事項を表示することとしました。 

この基本標数に続く２桁の数字は、説明事項の掲載順序を示す標数であり、

前後それぞれ 2桁の数字の間に「.」を記して一個の分類標数を構成すること

としました。 

ただし、第３条、第４条及び第７条の２については、条文順の掲載とし、

基本標数に続く３桁の数字のうち１桁目が項を、２桁及び３桁目が号数を表

し、これに続く「.」２桁の数字が説明事項の掲載順序を示す標数で構成され

ています。 

 

３．適用される出願の種類について 

（１）国際登録出願のみに適用する取扱い等は、例えば、A1.01のように基本

標数 A1から A9で始まる分類標数を付与してあります。 

（２）国際商標登録出願のみに適用する取扱い等は、例えば、13.71のように

70番台で始まる分類標数を付与してあります。 

（３）商標登録出願のみに適用し、国際商標登録出願には適用しない取扱い

等の最終行には、「【備考】本取扱いは、国際商標登録出願には適用しな

い。」旨、記載してあります。 

 

４．目次において分類標数に括弧を付したものは、他に分類されている事項を



 
 

援用するもの又は改訂等によって削除された項についてのもの若しくは訂正

前の内容が他に移項されたものです。 

内容を援用するものについてはその援用元を、また、内容が他に移項され

たものについては、その移項先を「→分類標数」で示しています。 

    

５．目次及び本文中の「（→分類標数）」は、その箇所を参照せよとの表示であ

り、その事項に関する主な記載箇所であることを示しています。 

なお、前述の括弧内の標数が基本標数の２桁のみで示されているものは、

その基本標数の項全体を参照せよとの表示であることを表します。 

  

６．方式審査便覧等の他の便覧を参考文献として掲げる場合には、その該当箇

所において括弧を用いて便覧名称及びその分類標数を表示してあります。 

 

７．法令等の略記表示について主なものは次の通りです。（例示） 

 

商第○条        商標法第○条 

商施法第○条      商標法施行法第○条 

商施令（政令）第○条  商標法施行令第○条 

商施規（省令）第○条  商標法施行規則第○条 

商登令         商標登録令 

商登施         商標登録令施行規則 

特（実・意）第○条   特許（実用新案・意匠）法第○条 

（この他の関連法令は商標関係の場合に準ずる） 

特例法         工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 

（  同  上  ） 

民訴第○条       民事訴訟法第○条 

不競法第○条      不正競争防止法第○条 

パリ条約        1900年 12月 14日にブラッセルで、1911年 6月 2日

にワシントンで、1925年 11月 6日にヘーグで、1934

年 6月 2日にロンドンで、1925年 11月 6日にヘーグ

で、1934 年 6 月 2 日にロンドンで、1958 年 10 月 31

日にリスボンで及び 1967 年 7 月 14 日にストックホ

ルムで改正された工業所有権の保護に関する 1883年

3月 20日のパリ条約 

TRIPS協定 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 

（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書 1C） 



 
 

ニース協定       1967 年 7 月 14 日にストックホルムで及び 1977 年 5

月 13日にジュネーヴで改正され並びに 1979年 10月

2 日に修正された標章の登録のための商品及びサー

ビスの国際分類に関する 1957 年 6 月 15 日のニース

協定 

議定書              標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6

月 27日にマドリッドで採択された議定書 

共通規則        標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定

の議定書に基づく共通規則 

基準          商標審査基準 

 

法令名の略記がなく、単に条文数のみで記載されている場合は、原則として

商標法の条文数を指しています。 
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１３．７１ 
 
国際商標登録出願に国内代理人がいない場合の起案について 

 
 国際商標登録出願の出願人に、国内の代理人がいない場合は、当庁からの手

続は出願人本人に対して行う。 
 
［説 明］ 
 商標登録出願において、出願人が在外者（日本国内に住所又は居所（法人に

あっては営業所）を有しない者）である場合には、商標法第７７条第２項にお

いて準用する特許法第８条の規定により、日本国特許庁に直接手続を行うこと

はできず、国内に在住する代理人（商標管理人）を選任して手続を行わなけれ

ばならないこととされているが、マドリッド協定議定書による国際登録制度を

利用した国際商標登録出願は、出願人が在外者であっても日本国特許庁に直接

出願手続を行った場合と同等の効果を生ずることとなり、国際商標登録出願人

に国内に在住する代理人（商標管理人）がいない場合がある。 
 このような場合には、査定の謄本の送達等といった当庁からの手続は、直接

国際商標登録出願人本人に対して行うこととする（商標法第７７条第５項で準

用する特許法第１９２条第２項参照）。 
 ただし、在外者である国際商標登録出願人が、商標法の規定に基づく国内手

続（意見書・手続補正書の提出等）を行う場合については、商標法第７７条第

２項において準用する特許法第８条の規定により日本国特許庁に直接手続を行

うことはできず、国内に在住する代理人（商標管理人）を選任して手続を行わ

なければならない。 
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１５．０１ 

 

優先権主張を伴う商標登録出願に関する 

優先権主張の効果の審査について 

 

 

１．優先権主張の効果の審査 

（１）優先権主張の効果についての判断が必要な場合 

審査官は、①第一国（優先権主張の基礎出願がなされた国）における出願の

日（以下「優先日」という。）と優先権主張を伴う商標登録出願の出願日との

間に商第４条第１項第１１号に該当し得る引用商標を発見した場合、②優先日

に商第８条第２項又は第５項の根拠となり得る商標を発見した場合及び③商第

４条第３項の規定に挙げられた拒絶理由に該当する場合（商標審査基準 第１

８ その他３．（２）に挙げられたもの、すなわち商第４条第１項第８号、同

第１０号、同第１５号、同第１７号及び同第１９号）のみ、優先権主張の効果

が認められるか否かについて判断すれば足りる。 

（説明） 

パリ条約による優先権（パリ条約第４条Ａ（１））の効果が認められるか否

かにより審査結果が変わるのは、優先日から優先権主張を伴う商標登録出願の

出願日の間にこれらの拒絶理由の根拠となる事実が発見された場合に限られる

からである。なお、パリ条約の例による優先権（商第９の２、商第９の３、商

第１３条第１項で準用する特第４３条の３第２項）についても同様である。 

 

（２）優先権主張の効果を認める要件 

優先権主張の効果が認められるためには、以下①から③の要件を満たす必要

がある。 

要件を満たさない場合には、優先権主張の効果が認められない商標登録出願

として処理する。 

①優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、商第１３条第１項で準用する特

第４３条第２項の規定により提出された証明書類等（以下「優先権証明書類

等」という。）に示された出願人と同一人又はその承継人であること（パリ

条約第４条Ａ（１）） 

②優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書類

等に記載された商標が一致すること 

③優先権主張を伴う商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の全部又は一部

が優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に含まれていること 

 

２．優先権主張を伴う商標登録出願の出願人と優先権証明書類等に示された出

願人の同一性について（要件①） 



（令和６．４ 改訂） 

 

優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された出願人と優先権証明書類

等に示された出願人について、氏名若しくは名称が一致しない場合又は不明な場

合には、出願人又は代理人に対し、優先権証明書類等に示された出願人と同一人

であること、又はその承継人であることを証明する書類について提出を求める通

知を行う。 

この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初に発する拒絶理由通知書

等の通知をするときにこれに書き添えて行ってもよいものとする。 

 

相当の期間が経過しても、同一人又はその承継人であることを証明する書類が

提出されない場合には、優先権主張の効果を認めず、出願人又は代理人にその旨

を通知する。この通知は、登録査定又は拒絶査定をするときにこれに書き添えて

行うこととする。 

 

（説明） 

優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書類等に示された出願

人と同一人又はその承継人であることは、優先権主張の効果が認められるための

要件の一つであるが、住所又は居所が記載されていない優先権証明書類等を発行

する国があり、住所又は居所の一致を優先権証明書類等のみでは確認できない場

合があること、また、同一国内で住所又は居所のみ変更されることはよくあり、

氏名又は名称が一致しているにもかかわらず、住所又は居所が一致しない根拠を

示す資料の提出を求める合理的な理由がないことから、優先権主張の効果におけ

る審査においては、氏名又は名称が一致していれば同一人であると判断する。 

 

３．優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書類

等に示された商標の一致について（要件②） 

 

優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と優先権証明書類等

に示された商標とが明らかに異なる場合、例えば、英語の大文字と小文字が相違

する場合には、商標が一致しているとは認めることができない。 

商標が一致しない場合には、出願人又は代理人に優先権主張の効果を認めない

旨及びその理由を通知する。この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初

に発する拒絶理由通知等の通知（登録査定を含む。）をするときにこれに書き添

えて行ってもよいものとする。 

   

他方、優先権証明書類等全体の記載内容を総合的に検討し、両者の差異が第

一国における制度・運用上の相違又はシステム運用上の相違から生じたもので

あると出願人又は代理人の説明等により認められるときは、商標が厳密には一

致しない場合でも、実質的に同一のものとして取り扱い、商標の一致を認める。 

例えば次に該当する場合には、実質的に同一の商標として取り扱う。 

 

（１）制度・運用上の相違に係る場合 
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①英国等の「シリーズ商標」出願 

第一国における出願がシリーズ商標出願である場合で、優先権証明書類等に

複数の商標が示されており、願書に記載された商標が当該複数の商標の一つと

一致すると認められるときは、両者は実質的に同一の商標として取り扱う。 

 

（説明） 

シリーズ商標とは英国等において採用される特有の制度である。同制度におい

ては、複数の商標を一つの手続によって出願することが可能であり、願書に示さ

れた複数の商標は、全体として一つの商標としてではなく、それぞれが独立した

商標として、出願されたものと考えられる。 

したがって、優先権証明書類等の記載から第一国における出願がシリーズ商標

であることを確認することができれば、当該第一国における出願のシリーズ商標

のうちの一つの商標と本願商標とを対比して商標の一致についての判断を行う。 

なお、優先権証明書類等に示された複数の商標を一つの商標として我が国に商

標登録出願した場合には、実質的に同一の商標とする取扱いは適用しない。 

 

（実質的に同一の商標であると認めた事例） 

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（商願２０００－２

０２４） 

 
○優先権証明書類等に示された商標、及びシリーズ商標である旨を把握できる

記述 

    
 

②米国の立体商標出願 

優先権証明書類等に示された立体商標には、陰影を表すための細線又は濃淡

（シェーディング）が施されているのに対して、願書に記載された立体商標に

は、陰影を表すための細線又は濃淡が施されていない場合で、両者の差異が当

該細線又は濃淡の有無のみであるときは、両者を実質的に同一の商標として取

り扱う。 

 



（令和６．４ 改訂） 

（説明） 

米国においては、商標見本に点線、陰影を表すための細線や濃淡を施すこと

が認められているが1、我が国の商標法施行規則様式２の備考には「商標記載欄

には別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説

明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図

形又は文字を記載してはならない。」旨規定されている。 

この場合、優先権証明書類等に示された立体商標に陰影が施されているにも

かかわらず、商標登録出願人は、出願にかかる立体商標の商標見本から当該陰

影を削除することが必要となるが、その場合には商標が厳密には一致しないも

のとなる。 

しかしながら、当該陰影の有無の差異は、米国と日本との商標の記載方法の

相違から生じた結果であり、当該陰影の有無の差異のみによって商標の一致を

否定することは商標登録出願人にとって酷であることから、特別な事情がない

限り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。 

 

（実質的に同一の商標であると想定される例） 

 

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（立体商標） 

  

 
○優先権証明書類等に示された商標及び商標に関する説明 

 
【商標に関する記述】2 

 

 
 

 

（２）システム運用上の相違に係る場合 

 

①標準文字又は一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字

からなる商標の出願 

優先権証明書類等に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体

 
1 USPTO Examination Guide 1-05 http://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/examguide1-05.jsp 
2 （仮訳）標章はキャンディの商品包装、すなわちジェリービーンの形状をした容器の立体的形状からな

る。線模様は標章の立体的な丸味を示すもので、標章の特徴でも色彩を示すものでもない。 
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と認められる書体で表された文字からなり、願書に記載された商標が標準文字

又は電子機器で一般的に使用されている書体と認められる書体で表された文字

からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の商標として取り扱

う。 

 

（説明） 

優先権証明書類等の発行に際し、近年の多種多様な電子機器の開発・普及に

より、様々な書体の文字が印刷可能となっているところ、各国官庁のシステム

上、同じ文字であっても様々な書体で表示される可能性がある。 

以上の実情を踏まえると、優先権証明書類等に示された商標の文字の書体と

願書に記載された商標の文字の書体とが相違する場合、厳密には同一のものと

はいえないが、いずれもが商標の識別性に影響を及ぼす程の特徴を有するもの

とは認められず、一般的な書体であると認められるときは、上記のとおりシス

テムに起因する書体の相違であると考えられるから、特別な事情がない限り、

両者を実質的に同一の商標として取り扱う。 

 

②標準文字からなる商標の出願における全角文字と半角文字の相違について 

 優先権証明書類等に示された商標が電子機器で一般的に使用されている書体

と認められる書体で表された半角文字からなり、願書に記載された商標が標準

文字（全角文字）からなる場合には、特別な事情がない限り、実質的に同一の

商標として取り扱う。 

 

（説明） 

商標法第５条第３項に規定する標準文字で使用できる文字は全角文字のみで

あり、半角文字からなる商標は、我が国において標準文字として出願できない。 

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/s

hiryou 1 1.pdf ） 

そのため、優先権証明書類等に示された商標と願書に記載された商標（標準文

字）に半角文字と全角文字の相違がある場合、厳密には同一のものとはいえな

いが、システムに起因する相違であると考えられるから、特別な事情がない限

り、両者を実質的に同一の商標として取り扱う。 

 

（実質的に同一の商標であると認めた事例） 

○優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標（商願２００８－

１２１９１） 

 

Ｍａｒｙ Ｌｏｕ’ｓ Ｗｅｉｇｈ （標準文字） 

 

○優先権証明書類等に示された商標 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/shiryou_1_1.pdf


（令和６．４ 改訂） 

 

４．優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務が、

優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に含まれているかの判断に

ついて（要件③） 

 

優先権主張の効果は、優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された指定

商品又は指定役務が優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に含ま

れている場合、その含まれている指定商品又は指定役務ごとに生じるものである。 

つまり、願書に記載されている全ての指定商品又は指定役務について優先権主

張の効果が生じる場合と、願書に記載されている指定商品又は指定役務の一部の

みに優先権主張の効果が生じる場合がある。 

 

その判断に当たっては、願書に記載されている指定商品又は指定役務と同一の

表示が優先権証明書類等に示されている必要はなく、その指定商品又は指定役務

が含まれる包括的な表示（当該表示が不明確である場合もある。）が優先権証明

書類等に示されていれば、優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に

含まれているものと認める。 

 

明らかに優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に含まれている

とは認められない場合には、出願人又は代理人に優先権主張の効果を認めない旨

及びその理由を通知する。この通知は、必ずしも単独で行う必要はなく、最初に

発する拒絶理由通知等の通知（登録査定を含む。）をするときにこれに書き添え

て行ってもよいものとする。 
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１５．０２ 

 

優先権主張を伴う商標登録出願に関する 

立体商標、動き商標、ホログラム商標、 

色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の 

「商標の一致」の判断について 

 

 優先権の基礎となる第一国出願又は優先権主張を伴う我が国への出願が立体

商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商

標である場合の「商標の一致」に関する判断は、優先権証明書類等に表示され

た下記１．から特定される商標と願書に記載された下記２．から特定される商

標登録を受けようとする商標が一致するかにより判断する。 

 ただし、各国の制度の相違は、考慮することとする。 

 

１．優先権証明書類等に表示された項目等（例） 

・商標 

・立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は

位置商標のいずれであるかの記載 

・商標に関する説明 

・優先権証明書類等に添付された音声ファイル 

 

２．願書に記載された項目等 

・願書に記載した商標 

・立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は

位置商標のいずれであるかの記載 

・商標の詳細な説明 

・商第５条第４項の「経済産業省令で定める物件」（音声ファイル） 

・商第５条第１項の「必要な書面」（願書に記載した立体商標を説明した書面）
1 

 

 
1 本取扱いのうち、「商第５条第１項の『必要な書面』（願書に記載した立体商標を説明した

書面）」に関するものについては、令和２年３月３１日以前の出願に適用される（商標法施

行規則の一部を改正する省令（令和２年２月１４日経済産業省令第８号）参照）。 
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１５．０３ 

 

優先権主張を伴う商標登録出願に関する 

標準文字の「商標の一致」の判断について 

 

 優先権の基礎となる第一国出願又は優先権主張を伴う我が国への出願が標準

文字によるものである場合の「商標の一致」に関する判断は、第一国出願が標

準文字によるものであるか否かにかかわらず、優先権証明書類等に表示された

商標と我が国への出願の願書に記載された商標（我が国への出願が標準文字に

よる場合は標準文字に置換して現された商標）を対比して行うものとする。 

 

（説明） 

 優先権を主張して我が国へ商標登録出願するものの中には、優先権の基礎

となる第一国出願が標準文字によるものである場合もあり得る。しかし、当

該第一国の標準文字と我が国の標準文字とでは、標準文字として認める文字

の範囲や態様が異なることから、我が国への商標登録出願が標準文字による

ものである場合にも、第一国出願が標準文字によるものであることを「商標

の一致」の条件とすることはできない。 

 一方、我が国への商標登録出願が標準文字によるものである場合には、商

標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換

えて現されたもの（基準第４(第５条)の３.）である（商第１２条の２第２項第

３号、商第１８条第３項第３号、商第２７条第１項参照）。 

 したがって、優先権主張に関する「商標の一致」の判断は、優先権の基礎

となる第一国出願が標準文字によるものであるか否かにかかわらず、優先権

証明書類等に表示された商標をもとに行うことを前提に、我が国への商標登

録出願が標準文字によらない場合は願書に記載された商標と対比して、また、

我が国への商標登録出願が標準文字による場合は標準文字に置き換えて現さ

れた商標と対比して、それぞれ判断することとしたものである。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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１６．０１ 

出願時の特例の主張に係る取扱い 

 

１．商第９条第１項の規定の対象となる博覧会は、以下のとおりである。 

(1) 政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博

覧会 

(2) 政府等以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の定める基準

に適合するもの 

(3) パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約

国で開催される国際的な博覧会（政府等若しくはその許可を受けた者が

開設するもの） 

(4) 上記(3)に該当しない国で開設される国際的な博覧会であって、特許庁

長官の定める基準（以下「本基準」という。）に適合するもの（政府等

若しくはその許可を受けた者が開催するもの） 

 

２．商第９条第１項に基づく出願時の特例の主張に当たっては、出願人は、

出願人が博覧会に出品又は出展した日、及び出品した商品又は出展した役

務等についての博覧会への出品又は出展の事実を証明しなければならない

（商第９条第２項、商施規第６条の２）。 

出品又は出展した事実の証明は、例えば、次のような証拠方法によるも

のとする。 

(1) 博覧会開設者による出願人の出品（出展）証明書 

(2) 博覧会への出品又は出展を示すパンフレット 

 

３．博覧会が上記１．(2)及び(4)に該当するものである場合は、上記２．の

博覧会への出品又は出展の事実の証明に加えて、出願人は、出品又は出展

した博覧会が商第９条第 1 項に基づく「特許庁長官の定める基準」に適合

するものであることを証明しなければならない。 

本基準に適合するか否かの証明は、例えば、①博覧会名、②主催者名、

③政府等による後援の有無等が明確に記載された、一般に頒布するための

博覧会のパンフレット、プログラム等の証拠方法によるものとする。 

 

（説明） 

１．商第９条の規定は、出願時の特例を定めたものであり、政府等が開設す

る博覧会等に出品又は出展した者が、その出品した商品又は出展した役務

について使用した商標を、その出品日又は出展日から６月以内に商標登録

出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたも

のとみなす旨を規定している。 
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２．本条の趣旨は、博覧会に出品又は出展した者がその出品した商品又は出

展した役務に使用した商標を他人が先に商標登録出願をした場合に正当な

商標登録出願者であるべき出品（出展）者を保護しようとするものである。 

また、本条は、パリ条約第１１条の義務を担保する規定でもある。 

 

３．本基準に適合せず、出願日が遡及しないために、商第４条第１項第１１

号等の拒絶理由に該当するとされた場合、出願人は、その拒絶理由通知書

に対する意見書や拒絶査定不服審判請求を通じて、出願時の特例主張に係

る博覧会が本基準に適合しない旨の判断に対して反論をすることができる。   

一方、本基準に適合し、出願日が遡及したことにより、商第４条第１項

第１１号等の拒絶理由に該当しないと判断されて商標登録された場合、第

三者は、登録異議の申立てや無効審判請求を通じて、出願時の特例主張に

係る博覧会が本基準に適合する旨の判断に対して反論をすることができる。 

 

（参考） 

１．平成２３年一部改正前の商標法においては、政府等以外の者が開設す

る博覧会等については、特許庁長官が指定する博覧会に限り、博覧会への

出品又は出展時を出願時とみなす特例（第９条第 1 項）を規定していた。 

改正法においては、出願人の利便性向上及び博覧会開設者の負担軽減と

いった趣旨から、特許庁長官による博覧会指定がなくとも、一定の基準に

適合する博覧会については、出願時の特例の主張が可能な制度とされた。 

 

２．改正後の商第９条第１項に基づく「特許庁長官の定める基準」は、改

正前の商第９条第 1項に基づく博覧会の指定基準と実質的には同等である。

「特許庁長官の定める基準」については、商標審査便覧 16.04 参照。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第４条第１項第９号（博覧会の賞）」の審査基準 

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準  

○「第９条（出願時の特例）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/18_4-1-9.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/33_9.pdf
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１６．０４ 

特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

１．商第４条第 1 項第９号及び同法第９条第１項に基づき定められた特許庁

長官の定める基準（以下「本基準」という。）は、次のとおりである。 

 

特許庁告示第六号 

 

商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第四条第一項第九号及び同法

第九条第一項の規定に基づき、特許庁長官の定める博覧会の基準を次のよ

うに定め、平成二十四年四月一日から施行する。  

平成二十四年三月十三日                  

                   特許庁長官 岩井 良行 

１ 商標法第四条第一項第九号に規定する特許庁長官の定める基準に適合

する政府又は地方公共団体（以下「政府等」という。）以外の者が開設

する博覧会については、次に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

一 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の

名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行う

ものであること。 

二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品

物の種類及び数量等が、同号の趣旨に照らして適当であると判断され

るものであること。 

三 政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるもので

あること。 

２ 商標法第九条第一項に規定する特許庁長官の定める基準に適合する

政府等以外の者が開設する博覧会及びパリ条約の同盟国、世界貿易機 

関の加盟国又は商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域

内でその政府等又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に

ついては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

一 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の

名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行う

ものであること。 

二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品

物の種類及び数量等が、同項の趣旨に照らして適当であると判断され

るものであること。 

三 日本国において開設される博覧会については、原則として、政府等が

協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであること。 
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２．本基準についての説明は、次のとおりである。 

（１）商第４条第１項第９号の趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに商

品の品質又は役務の質の誤認を防止することであり、また、商第９条第１

項の趣旨は、パリ条約第１１条を受けて、博覧会へ出品又は出展した者が

その出品した商品又は出展した役務に使用した商標を他人が先に商標登録

出願をした場合に、正当な商標登録出願者であるべき出品者又は出展者を

保護することであるから、それぞれの趣旨は相違するものである。 

本基準の「１」は、商第４条第１項第９号に規定する博覧会についての

要件を規定し、本基準の「２」は、商第９条第１項に規定する博覧会につ

いての要件を規定している。 

本基準は、「１ 三」及び「２ 三」の要件以外は、同様の規定ぶりと

なっているが、審査においては、それぞれの趣旨に照らして博覧会が各要

件を満たすか否かについて判断するものとする。 

 

（２）本基準の「１ 一」及び「２ 一」は、博覧会の目的及び名称につい

て規定したものである。 

本規定でいう「博覧会」とは、「種々の産物を収集展示して公衆の観覧

及び購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会。」（「株

式会社岩波書店 広辞苑第六版」）であって、本基準に規定する「産業の

発展に寄与すること」を目的とするものである。 

 

（３）本基準の「１ 二」及び「２ 二」は、博覧会の開設地、開設期間、

出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等、博覧

会の開設概要における考慮点を例示している。 

 

（４）本基準の「１ 三」は、商第４条第１項第９号に規定する政府等以外

の者が開設する博覧会の要件として、「政府等が協賛し、又は後援する博

覧会その他これらに準ずるものであること」を規定している。 

  本基準の「２ 三」は、商第９条第１項に規定する政府等以外の者が開

設する博覧会の要件として、「日本国において開設される博覧会について

は、原則として、政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準

ずるものであること」を規定している。 

① 博覧会が営利を目的とするもの又は特定の企業等の一部の者の利益の

みを目的とするものは、本規定でいう博覧会には該当しない。 

博覧会の開設に際して政府等の協賛又は後援を受けるためには、博覧会

の開設が営利目的でないこと、及び特定の企業等の一部の者の利益のみを

目的とするものでないことが要件とされることが一般的であり、本基準に

おいては、その実情を踏まえて、政府等による協賛又は後援の事実を本規

定の対象となる博覧会の要件とした。 
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ただし、商第４条第１項第９号については、「博覧会の賞の権威の維持

と商品の品質又は役務の質の誤認防止」という趣旨に照らし、たとえ地方

公共団体の協賛又は後援を受けた博覧会であっても、出品者及び入場者が

その地方公共団体内の者のみに限定される場合等、博覧会の開設概要や知

名度等も考慮した結果、本号を適用すべきではないと判断される場合もあ

ることに留意する必要がある。 

 

②「その他これに準ずる博覧会」には、独立行政法人、公益社団法人又は 

公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第一項に規定する

特例社団法人又は特例財団法人を含む。）その他公益に関する団体であっ

て営利を目的としない者が開設する博覧会が含まれる。独立行政法人等が

開催する博覧会は、それらの法人の性格上、営利を目的として又は特定の

企業等の一部の者の利益のみを目的として博覧会を開催することはないこ

とを考慮して、政府等が協賛し又は後援する博覧会に準ずるものとして取

り扱うこととした。 

 

 ③ なお、商第９条第１項の本基準には、「原則として」の文言が記載され

ている。その趣旨は、政府等の協賛又は後援等がない場合でも、本項に規

定する政府等以外の者が開設する博覧会として認められることを明確にす

るものであり、その例外としては、例えば、政府等の後援のない著名な博

覧会等が考えられる。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第９号（博覧会の賞）」の審査基準  

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準  

○「第９条（出願時の特例）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/18_4-1-9.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/33_9.pdf
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１７．０３ 
 

出願の変更があったときの 
もとの出願についての取扱い 

 
 出願の変更があったときのもとの出願は取り下げたものとみなされるところ

（商標法第１１条第５項、同法第１２条第３項、同法第６５条第３項）、これ

は変更に係る新たな出願について、その出願日の遡及が認められない場合にお

いても同様とする。 
 
［説明］ 
 出願の変更があったときにもとの出願が取り下げたものとみなされるのは、

変更に係る新たな出願の出願日が遡及するからではなく、出願人がもとの出願

をあきらめ新たな出願に換える意思表示をしたことの効果であると解し、上記

のとおり取り扱うものとする。 
 
（参考 昭和５１年（行ウ）第９３号 東京地方裁判所判決５２．９．２１ 
       判例工業所有権法（現行法編１６）実用新案法２５１３の６） 
 
 
【備考】 本取扱いは、国際商標登録出願には適用しない。 
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１８．０１ 

 

セントラルアタック後の再出願に係る取扱い 

 

 

１．セントラルアタック後の再出願の審査 

 議定書第６条（４）の規定（セントラルアタック）により「日本国を指定す

る国際登録」の対象であった商標が国際登録において指定されていた商品又は

役務の全部又は一部について国際登録が取り消されたときは、その国際登録の

名義人であった者は、国際登録が取り消された日から３月以内に、当該商品又

は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる（商第６８条

の３２第１項。以下「再出願」という。）。 

  

再出願については、商第６８条の３４において拒絶理由の特例が規定されて

おり、商第１５条の各号のいずれかに該当するか、商第６８条の３２第１項又

は第２項各号に規定する要件を満たしていないときは、拒絶することとなる。 

ただし、商第１５条に関しては、セントラルアタックにより取り消された国

際登録について、我が国で国際登録に基づく商標権として実体審査を経て保護

が確定していたときは、再度実体的な拒絶理由（商第５条第５項及び第６条以

外の拒絶理由）の審査を行わないこととなっている。 

具体的には、次のとおり審査を行う。 

 

（１）国際登録に係る商標権であったものに関する再出願については、次の①

～④の審査と、商第５条第５項、第６条第１項及び第２項の審査のみを行う

（商第６８条の３４第２項）。 

（２）国際商標登録出願であったものに関する再出願については、次の①～④

の審査と、通常の審査（商第３条、第４条、第６条等）を行う（商第６８条

の３４第１項）。 

 

①再出願の出願人がセントラルアタックにより取り消された国際登録の名義

人であった者と同一人であること 

②再出願がセントラルアタックにより国際登録が取り消された日から３月以

内にされたものであること 

③再出願の願書に記載された商標とセントラルアタックにより取り消された

国際登録に係る商標が同一であること 

④再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消さ

れた国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていること 
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２．セントラルアタック後の再出願の出願人とセントラルアタックにより取り

消された国際登録の名義人であった者との同一性について（要件①） 

 

再出願の願書に記載された出願人とセントラルアタックにより取り消された

国際登録の名義人であった者について、氏名又は名称及び住所又は居所が一致

しない場合又は不明な場合には、拒絶理由を通知し、セントラルアタックによ

り取り消された国際登録の名義人だった者と同一人であることを証明する書面

について提出を求めることとする。 

提出された書面により、両者が同一人であることが確認できたときは、再出

願の願書に記載された出願人は、セントラルアタックにより取り消された国際

登録の名義人であった者と判断する。 

なお、出願時に要件を満たしていれば、審査係属中に名義変更があっても要

件を満たしていることとなる。 

 

３．再出願がセントラルアタックにより国際登録が取り消された日から３月以

内にされたものであること（要件②） 

 

セントラルアタックにより国際登録が一部又は全部取り消された日について

は、国際事務局から送付された「Cancellations」により確認する。 

再出願が国際登録の取り消された日から３月以内にされていない場合は、出

願人の責めに帰することができない理由がなくなった日から１４日（在外者に

あっては、２月）以内でその期間の経過後６月以内に再出願されているかを確

認する（商第６８条の３２第６項）。 

これらの期間内に出願されていない場合には、拒絶理由を通知する。 

 

４．再出願の願書に記載された商標とセントラルアタックにより取り消された

国際登録に係る商標の同一について（要件③） 

 

商標が同一であるか否かの判断については、厳格に解し、両商標の構成・態様

が同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならないものとする。 

両商標が同一とは認定できないときは、拒絶理由を通知する。 

 

なお、再出願は、我が国における国際登録に基づく商標権又は国際商標登録

出願が取り消されたときの救済手段であるから、その趣旨からすると、商標の

同一性に形式的な疑義が生じる場合であっても、セントラルアタックにより取

り消された国際登録に係る商標と同一の商標を出願しようとしている商標1につ

いてまで拒絶理由が存在すると判断するのは、出願人に酷といえる。そこで、

 
1 例えば、セントラルアタックにより取り消された国際登録に係る商標が「standard characters」（標準

文字）である旨の宣言があった場合、再出願の願書に「標準文字」である旨の記載をしたのは、商標を同

一にするためであったとの意思が明らかであるといえる。 
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我が国の制度と国際商標登録制度との相違及び願書上の記載から看取すること

のできる出願人の合理的意思を考慮して、再出願の願書に記載された商標の補

正（国際登録に係る商標に差し替える補正に限る。）が要旨の変更に当たるか

を判断することとする。 

 

５．再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラルアタックにより取り消さ

れた国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれていること（要件④） 

 

再出願に係る指定商品又は指定役務については、セントラルアタックにより

取り消された国際登録に係る商品又は役務と実質的に同一又はその商品若しく

は役務に実質的に含まれるものと認められるときは、その商品又は役務の範囲

に含まれていることとする。再出願に係る指定商品又は指定役務がセントラル

アタックにより取り消された国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれてい

ることが認定できないときは、拒絶理由を通知する。 

 なお、再出願については、国際登録の国際登録日（事後指定日）がその出願

日とみなされることから、当該国際登録日（事後指定日）に対応する版の国際

分類が適用される。 

 

具体的には、再出願に係る指定商品又は指定役務については、以下の指定商

品又は指定役務と比較する。 

（１）国際登録に係る商標権であったものに関する再出願については、当該商

標権に係る商標原簿に登録されている、セントラルアタックにより取り消さ

れた指定商品又は指定役務 

（２）国際商標登録出願であったものに関する再出願については、当該出願の

願書に記載されている指定商品又は指定役務（セントラルアタックにより取

り消されたときに補正又は限定されていた場合は補正後又は限定後の指定

商品又は指定役務） 

 

要件④が認められずに拒絶理由が通知された場合において、再出願に係る指

定商品又は指定役務を補正した結果、セントラルアタックにより取り消された

国際登録に係る商品又は役務の範囲に含まれるようになったときは、当該拒絶

理由は解消する。 

 

６．セントラルアタック後の再出願の遡及日 

再出願が要件を満たすときは、その再出願は国際登録の日（事後指定のとき

は事後指定の日）にされたものとみなされる。 

また、再出願に係る国際商標登録出願についてパリ条約第４条の規定による

優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権

が認められる（商第６８条の３２第３項）。 
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７．議定書の廃棄後の商標登録出願の審査 

商第６８条の３３（議定書の廃棄後の商標登録出願の特例）に基づく商標登録

出願については、再出願と同様に審査を行う。 
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１９．０１ 
 

商標法第５条第３項に規定する 
標準文字の指定について 

 
商標法第５条第３項に規定する標準文字は、平成９年２月２４日、平成１５

年７月１日及び平成１６年１２月２４日に指定されていたが（巻末資料１－２

参照）、平成２８年９月２３日発行の特許庁公報（公示号９）において、全て

改められ、新しい標準文字が指定された（巻末資料１－１参照）。 
      
【備考】 本取扱いは、国際商標登録出願には適用しない。 
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１９．７１ 
 

国際商標登録出願について 
「standard characters」である旨の 

宣言があった場合の取扱い 
 
 国際商標登録出願に係る商標について「standard characters」である旨の宣言

があっても、以下の理由から、我が国の商標法上で規定する標準文字としては

取り扱わないこととする。 
 

① 国際登録簿上の標章の構成と、特許庁長官が指定する文字により表示さ 
 れる我が国の標準文字制度に基づく登録商標との具体的構成とは相違する。 
② 諸外国における標準文字（standard characters）制度についてみると、当 
 該国の法律等でその意義や効果を明示している国は見当たらず、「standard 
 characters」である旨の宣言が記載されている公報から判断するに、その運 
 用に関しては、我が国のものとは制度の内容を大きく異にする。 
③ 我が国の標準文字制度は、文字商標における構成文字については特許庁 
 長官が指定する文字によりその態様の標準化を図り、商標見本の作成・添 
 付を不要とすることによって主として商標登録出願に係る手続の簡便化を

 図る目的から導入されたものであるが、「standard characters」である旨の 
 宣言をしている国際登録出願においてはこのような利便性の効果は期待し

 得ない。 
④ 我が国においては標準文字として登録されるか否かにかかわらず、その 
 商標権の及ぶ範囲が広くなったり狭くなったりすることはないので出願人

 に何等不利益を与えるものではない。 
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２０．０１ 

 

面接等の実施に関する取扱い 

 
 

「面接ガイドライン【商標審査編】」参照。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/mensetu_guide_syohyo/syohyo.pdf
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２０．０２ 

 

早期審査制度 

 
 

「商標早期審査・早期審理ガイドライン」参照。 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/document/index/tt1208-023guide.pdf
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２０．０３ 

 

上申書等により応答期間の延長の求めがあった場合の取扱い 

 
 

「特許法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第５５号）」が平成２８

年４月１日から施行されることにより、拒絶理由通知、物件提出指示書又は協

議指示書への応答期間の延長については、期間延長請求書により行う旨の改正

がされた。 

これにより、同年４月１日以降に期間延長請求書によらず、上申書等(※１)

により拒絶理由通知、物件提出指示書又は協議指示書への応答期間の延長の求

めがあった場合には、以下のとおり取り扱う。 

（※１）上申書等とは、上申書、意見書、面接、電話による上申等、期間延長請求書以外

の方法によるもの。 

 

なお、例えば、拒絶理由通知で引用した商標が拒絶査定不服審判・取消審判

等に係属している等、引用商標等との関係で査定を猶予する合理的な理由があ

る場合については、本取扱いの対象とせず、査定の猶予を認める。 

 

１．出願人から、指定期間内及び指定期間経過後に上申書等のうち何らかの書

面により応答があり、その内容が明らかに応答期間の延長を求めていると判断

される場合は、審査官は、速やかに、通知書により、期間延長請求書〈参考参

照〉を提出するよう促す。 

また、出願人から面接や電話等口頭での応答期間の延長の求めがあった場合

には、審査官は、口頭で期間延長請求書の提出を促し、面接記録又は応対記録

にその旨を記載する。 

 

２．１の通知書を送付又は口頭での提出指示をしてから１月経過しても、期間

延長請求書の提出がないときは、審査官は、上申書等の内容を考慮の上、速や

かに２回目の通知書を通知する。 

２回目の通知書では、例えば、譲渡交渉に関する事実を証明する資料（例、

メールでのやり取り、作成中の譲渡契約書等（機密事項はマスキング可））、

商第３条第１項柱書に関する使用又は使用意思を証明のため準備資料、商第３

条第２項に関する証明書類の準備等を示す資料、その他それらの具体的な進捗

状況を説明する意見書等、応答期間の延長に係る事情を裏付ける資料の提出を

求める。 

 

３．期間延長請求書及び２回目の通知書に対応する資料の提出がない場合には、

拒絶理由応答期間経過後２月を経た後に審査を進める。 
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２回目の通知書において、資料の提出がなされたが、その内容が不十分な場

合やさらに応答期間の延長を求めている場合は、提出された資料の内容を慎重

に考慮の上、一定期間（拒絶理由応答期間経過後６月程度）を目途に審査を進

める。 

ただし、拒絶理由応答期間経過後６月を超える場合であっても、資料や状況

説明等から合理的な理由が認められる場合は、この限りでない。 

  

〈参考〉 

（１）応答期間内に行う期間延長請求 
出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、期間延長請求書を提出する

ことにより、１月の応答期間の延長が可能になる。当該期間延長請求を行う際

には、2,100 円の手数料が必要となる。 
 
（２）応答期間経過後に行う期間延長請求 
出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、応答期間経過後でも、経過

後２月以内に限り、期間延長請求書を提出することにより、２月の応答期間の

延長が可能になる。当該期間延長請求を行う際には、4,200 円の手数料が必要と

なる。 
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審査の手続の中止について 

 
 

１．商標法における規定 

商標の審査において、他の審判又は訴訟により審査の手続を中止する場合は、以

下のとおり規定されている。 
（１）審査において必要があると認めるときは、異議決定若しくは審決が確定し、

又は訴訟手続が完結するまで、その手続を中止することができる（商第１７条

で準用する特第５４条第１項）。 
（２）審査官は、出願人が補正却下不服審判を請求したときは、その審判の審決が

確定するまで、その審査を中止しなければならない（商第１６条の２第４項）。 
 
２．審査において必要があると認めるときの手続の中止 

（１）対象とする商標登録出願 

異議の申立て、審判又は裁判（以下「審判等」という。）に係属している他人又

は本人（出願人）の商標登録又は商標登録出願について、当該審判等の結果によ

り拒絶の理由に影響があると判断される商標登録出願を対象とする。 

（２）中止の手続 

①中止の通知 
審査官は、上記１（１）の商第１７条に基づき審査の手続を中止する必要があ

ると判断した商標登録出願について、出願人に手続の中止の根拠となる商標登録

の番号又は商標登録出願の番号等の対象となる審判等が特定できる情報ととも

に、当該商標登録出願が手続の中止となる旨を通知する。 

②中止の解除の通知 
審査官は、手続の中止の根拠となる商標登録又は商標登録出願に係る異議決定

若しくは審決が確定し又は訴訟手続が完結したときは、出願人に手続の中止が解

消した旨を通知する。 

 

３．補正却下不服審判の請求に伴う手続の中止 

（１）対象となる商標登録出願 

補正却下の決定後、当該決定に対する不服審判が請求された商標登録出願が対

象となる。 

（２）中止の手続 

①中止の通知 
手続の中止の通知は行わない。これは補正却下の決定がなされた当該商標登録

出願について、出願人が補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審

決が確定するまで、その商標登録出願の審査を中止しなければならないと法律上



２０．０４ 

 

（平成３１．４ 新設） 
- 2 - 

規定されているため、当然に手続が中止されるので、通知をする必要はないと考

えられる。 

②中止の解除の通知 
手続の中止の解除の通知も行わない。その審判の審決が確定するまで、その商

標登録出願の審査を中止しなければならないと法律上規定されており、その審判

の審決が確定すれば、当然に手続の中止が解消されるので、通知をする必要はな

いと考えられる。 

 

４．中止の効力 

（１）期間進行の停止、開始 

手続の中止があったときは、期間はその進行を停止する。中止の解消により手

続が再び進行したときには、その続行のときから改めて全期間が進行する 1（商第

７７条第２項で準用する特第２４条で準用する民訴第１３２条第２項）。 

（２）中止中に行われた手続 

手続の中止中に行われた審査官からの審査の実体的判断に関わる手続は、その

効力が認められない。 

 

５．その他 

 国際商標登録出願については、この取扱いは適用しない。 

 

                                            
1 商標法第１６条の政令で定める期間は、新たな期間（１８月）が進行することとなる。 
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J P O 

２５．０１ 
 

商標法第５条第６項ただし書の規定の 
適用を受けようとする際の手続について 

 
＜商標法施行規則 様式第２ 備考19＞ 
19 商標法第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明

書に「商標法第５条第６項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受

けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべ

き範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。

この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設け

て「商標法第５条第６項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳

細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と

同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。 
※下線、太字は、説明のための便宜上のものである。 
 

商第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする際の商施規 様式第

２ 備考19に基づく手続は、以下のとおりとする。 
 
１．「説明書」の記載について 

商第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする旨を記載した説

明書の例は、以下のとおり。 
（１）商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲を「引出線」により記載

する場合。 
説明書 

 
商標法第５条第６項ただし書の適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商標記載欄の色彩と同一の色彩（白色）を付する。 
引出線は、説明の便宜上のものであり、商標の構成要素ではない。 
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（２）商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲を「文字」により記載す

る場合。 
説明書 

 
商標法第５条第６項ただし書の適用 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   「ＪＰＯ」、「ジェイピーオー」及び「じぇいぴぃおう」の文字は、 

商標記載欄の色彩と同一の色彩（白色）を付する。 
 

 
（３）商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲を「破線及び引出線」に

より記載する場合。 
説明書 

商標法第５条第６項ただし書の適用 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  商標記載欄の色彩と同一の色彩（白色）を付する。 
  破線及び引出線は、説明の便宜上のものであり、商標の構成要素ではない。 
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２．「商標の詳細な説明」の記載について 
（１）動き商標、ホログラム商標及び位置商標について 

動き商標、ホログラム商標及び位置商標については、「商標の詳細な

説明」に商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲を文字により記載

した場合には、説明書を提出することなく、商第５条第６項ただし書の

規定の適用を受けることができる。 
（２）色彩のみからなる商標について 

色彩のみからなる商標については、「商標の詳細な説明」に、商標記

載欄の色彩と同一の色彩についての色彩名、三原色（ＲＧＢ）の配合率、

色見本帳の番号等を記載して色彩を特定するものとする。 
 
３．商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲の記載が不明確な場合につい

て 
出願人が、商第５条第６項ただし書の規定の適用を受けようとする旨を記載

した説明書を作成しているが、商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する範囲が

不明確である場合には、審査官は、その範囲が明確になるよう補正を指示する

ものとする。 
（例）範囲が不明確な記載 

説明書 
商標法第５条第６項ただし書の適用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商標記載欄の色彩と同一の色彩（白色）を付する。 
  引出線は、説明の便宜上のものであり、商標の構成要素ではない。 
（解説） 

引出線ア及びイにより示されている部分は、商標記載欄の色彩と同一の色彩

（白色）をどの範囲まで指定しているかが不明確であり、これを明確にさせる

 必要がある。 
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（例）範囲が明確な記載 
説明書 

商標法第５条第６項ただし書の適用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商標記載欄の色彩と同一の色彩（白色）を付する。 
  破線及び引出線は、説明の便宜上のものであり、商標の構成要素ではない。 
 
 
４．国際商標登録出願において、商第５条第６項ただし書の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があった場合は、その記載と商標登録を受けようとする

商標に相違がない限り、商第５条第６項ただし書の規定の適用を受けること

ができる。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

○「第１６条の２及び第１７条の２（補正の却下）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/37_16_17-2.pdf
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２５．７１ 

 
国際商標登録出願において 

「標章音訳」、｢標章の翻訳」又は「標章の記述」 
の記載があった場合の取扱い 

 
１．「標章音訳」又は「標章の翻訳」の記載がされている場合には、称呼又は

観念の認定の参考資料の一つとして利用することがあるものとする。 
 なお、この場合には、我が国の需要者における認識の程度を考慮し、参考

資料の一つとして利用するか否かを判断するものとする。 
 

２．「標章の記述」の記載がされている場合には、内容を確認し以下のとおり

取り扱うものとする。 
（１）「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」についての記載が

されている場合は、商標審査基準第４ 第５条（商標登録出願）６．(2)
のとおりとする。 

（２）複数の商標を一つの出願としていることが明確に記載されている場合

には、商第６条第１項の一商標一出願の要件に違反するものとする。例

えば、英国商標法におけるシリーズマーク制度は、複数の商標を一つの

出願とすることが可能なものであるため、シリーズマークを基礎登録又

は基礎出願としている国際商標登録出願は、これに該当するものとする。 
（３）立体商標の説明1、商標に施されている色彩の組み合わせの説明等の

商標の構成及び態様についての記載がされている場合は、必要に応じて

審査の参考にするものとする。 
 （４）権利不要求、連合商標等の我が国の現行制度にはない記載がされてい

る場合は、その旨のものとしては取り扱わないものとする。 
（注）権利不要求に関する記載があった場合の留意点 

一般的に、権利不要求は、その商標の自他商品・役務の識別力の乏

しい部分等を指示して権利不要求としていることから、その出願を審

査するに当たっては、商標の当該部分が指定商品又は指定役務との関

係において識別力のない部分又は品質（質）の誤認を生じさせるおそ

れのある部分に該当する場合があることに留意するものとする。 
その他、権利不要求の例として、商標中に国旗を含む場合にも、そ

の国旗の部分について権利不要求である旨記載がされている場合もあ

る。その場合には、その商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕

                                            
1 本取扱いのうち、２.（３）の「立体商標の説明」については、令和２年３月３１日以前の出

願に適用される（商標法施行規則の一部を改正する省令（令和２年２月１４日経済産業省令第

８号）参照）。なお、令和 2 年 4 月 1 日以降、立体商標についても、指定通報の「Description 
of the mark」の記載事項は商標の詳細な説明とされる（商標審査基準第４ 第５条（商標登録

出願）７．⑵参照）。 
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著に有するものと認められるときは、商第４条第１項第１号に該当す

るものとする。 
   
 
 
３．「標章の記述」に公序良俗を害するおそれがあるものと認められる記載が

ある場合 
審査においては、「標章の記述」に公序良俗を害するおそれのある

ものと認められる記載がされているとしても、商標自体又はその使用

によって、公序良俗を害するおそれがあるかについて判断することと

し、その記載のみによっては公序良俗を害するおそれのある商標とは

しない。 
  〈参考〉 「標章の記述」の記載例 

  ① 商標の説明 
・商標の構成及び態様の説明 
・商標の色彩の説明 
（我が国商第５条第６項ただし書きに相当する記述を含む） 
・商標中の文字の説明（語の文法的説明：例えば「名詞」等） 
・商標の説明（商標の採択の理由等） 

   ② 立体商標の説明 
   ③ 権利不要求の記載 
   ④ 標準文字である旨の記載 
  ⑤ 動き商標、ホログラム商標、位置商標等についての説明 
 

 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 
○「第４条第１項第１号（国旗、菊花紋章等）」の審査基準 
○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

○「第６条（一商標一出願）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/12_4-1-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/31_6.pdf
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２５．７２ 

 
国際商標登録出願における色彩についての取扱い 

 
１．文字や図形等に色彩が付されている標章からなる商標について 

（１）色彩が付されている商標について保護を求めている国際商標登録出願

の場合であって、色彩が付されていない商標（黒一色で記載されている

商標）とその商標に色彩が付されている商標（黒一色で記載されている

商標に色彩を付してなるもの）の２種類が記載されている場合は、我が

国の国際商標登録出願において商標登録を受けようとする商標は、色彩

が付されている商標とする。 
 

（２）国際商標登録出願における標章の記述 i（以下「標章の記述」という。）

に色彩に関する記載がある場合には、審査の参考にすることができるも

のとする。  
 

２．色彩のみからなる商標について 
 色彩のみからなる商標については、商標審査基準第４ 第５条（商標登録出

願）７．(1)のとおりとする。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
i  【備考１】 

国際商標登録出願の商標登録を受けようとする商標における色彩と標章の記述におけ

る色彩に関する記載とが一致しないときは、国際商標登録出願の商標登録を受けようとす

る商標に基づき審査するものとする。 
なお、上記のような場合に、著しく相違するときは、国際事務局に対し、標章の記述にお

ける色彩に関する記載について確認するものとする。 
【備考２】 
標章の記述に、我が国の商標法第５条第６項ただし書の規定を受けようとする旨の記載

があった場合については、商標審査便覧２５．０１の３．を参照のこと。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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２６．０１ 

 
防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について 

 
１．防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。 
 （１）防護標章登録出願の審査に当たっては、不正競争の防止に重点を置く

ものとし、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品又は 
役務の範囲を広く認めるものとする。 

  （２）法解釈として、商第６４条と商第４条第１項第１５号との混同範囲は

   同一と考え、防護標章の登録を認める商品又は役務の範囲は当該登録

   商標が同号によって保護される範囲を超えないものとする。 
 （３）商第４条第１項第１５号に関する考え方及び運用については、経済の

   実状に相応し、弾力的に行うこととしているが、防護標章の登録につ

   いても同様に考えるものとする。 
    なお、いわゆる「著名商標」で十分に適格性のあるものは混同の幅を

最大限に認め得ることとする（混同の蓋然性については、需要者の側に

立っての見方を十分に導入する。）。 
 （４）以上の観点に立って審査方針を次の如く定める。 
  ① 防護標章登録出願の審査に当たり、その基本となる登録商標（以下、

「原登録商標」という。）の周知度と当該産業部門との関係を十分に

検討する。審査の方法としては、現行４５の類別を数個の産業部門（例

えば化学、機械、雑貨繊維、食品、産業役務、一般役務）に整理統合し、

出願に係る指定商品又は指定役務が原登録商標に係る指定商品又は指定

役務と同一産業部門に属するか否かに区分して、これに周知の程度をか

み合わせて混同の可能性を判断する。 
     （ア） 原登録商標が国民の間に広く認識されている程度には至らない

が、当該産業部門の需要者の間に広く認識されている場合において

は、その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を

超えない商品又は役務について防護標章の登録を認め得るものと

する。 
    （イ） 原登録商標が国民の間に広く認識されている場合においては、

その登録商標に係る指定商品又は指定役務が属する産業部門を超

える商品又は役務についても防護標章登録を認め得るものとする。 
  ② 相互に特別に密接な関係を有する商品又は役務間においては前項の規

   定にかかわらず、同一の産業部門に属するとみなすことができる。 
（５） 防護標章の登録は、原登録商標と同一の商標について行うものであり、

   かつ、その前提として原登録商標が広く認識されていることが必要で

   ある。この場合、出願に係る防護標章、原登録商標及びその周知商標

   の三つが同一であるときもあろうが、特に後の二者の関係については
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   時の流れその他の事由から現実に今日使用され、その結果今日の世人

   に認識されている標章の態様が必ずしもその原登録商標と同一でない

   場合もしばしば見受けられる。このような点を含めて三者の関係につ

   き以下のように考える。 
   ①  登録しようとする防護標章は、原登録商標と同一のものでなければな

   らない（原登録商標と同一でないものは登録し得ない。）。 
② 原登録商標が現実に認識されている周知商標であるか否かの関係につ

 いての判断は、商標審査基準第14 第64条（防護標章登録の要件）３．

 で準用する商標審査基準第２ 第３条第２項（使用による識別性）  
１．(1)のとおりとする。 

 
 
２．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を受けるためには、防護

標章登録出願に係る原登録商標の場合と同様に、防護標章更新登録出願に係る

登録防護標章が商第６４条の要件を満たさなければならないから、防護標章更

新登録出願についての著名性等の審査に関する取扱いは、前述した防護標章登

録出願の取扱いに倣うこととし、これには原登録商標の使用状況を十分に勘案

することとする。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準 

○「第６４条（防護標章登録の要件）」の審査基準 

○「第６５条の２、３及び４（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新

登録）」の審査基準 
○「第６８条の９，１０，１１，１２，１３，１５，１６，１７，１８， 

２０及び２８（国際商標登録出願に係る特例）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/38_64.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/40_68.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/40_68.pdf
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２６．０２ 

 
防護標章更新登録出願の願書と登録原簿との 
照合の結果、出願人が防護標章登録に基づく 

権利を有する者と相違する場合の取扱い 
 
１．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の願書と登録原簿と

の照合の結果、出願人が防護標章登録に基づく権利を有する者と相違する場

合には、商第６５条の４第１項第２号の規定に該当する旨、審査官が拒絶の

理由を通知する。 
 
２．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の際に移転登録申請

書又は登録名義人表示変更（更正）登録申請書を提出した旨の上申がある場

合には、登録原簿照会の結果、出願人が防護標章登録に基づく権利を有する

者と相違するときであっても、直ちに拒絶の理由は通知せず、相当の期間（移

転登録等の処理期間）を待って登録原簿と照合し、次のように取り扱う。 
 
（１）移転登録等がなされたにもかかわらず、出願人が防護標章登録に基づく

権利を有する者と相違するとき、又は移転登録申請書等の却下により移転

登録等がなされていないときは、上記１．の拒絶の理由を通知する。 
 
（２）移転登録等により出願人が防護標章登録に基づく権利を有する者と一致

していると認められるときは、上記１．の拒絶の理由は通知しない。 
 
３．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の後に移転登録がな

された場合には、移転登録後の防護標章登録に基づく権利を有する者を出願

人として当該出願の手続を続行する旨の通知 i後、審査を続行する（上記１．

の拒絶の理由は通知しない。）。 
 
４．防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の後に登録名義人の

表示変更（更正）登録がなされた場合には、出願人の住所（居所）又は氏

名（名称）は表示変更（更正）登録後の表示に変更されたものとし、その後

の手続を続行する（上記１．の拒絶の理由は通知しない。）。 
 

 

注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第６５条の２，３及び４（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新

登録）」の審査基準 
○「第６８条の９，１０，１１，１２，１３，１５，１６，１７，１８，２

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/39_65-2-4.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/40_68.pdf
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０及び２８（国際商標登録出願に係る特例）」の審査基準 
 

                                            
i 審査官は、方式審査室へ手続を続行する旨の通知と特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録を依頼する。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/40_68.pdf
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２７．０１ 
 

団体商標の取扱いについて 

 
１．団体商標制度の導入 

  団体商標とは、事業者を構成員とする団体がその構成員に使用をさせる商

標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員に係るものであることを

明確にするものである。 
 団体商標の保護については、パリ条約第７条の２において義務づけられて

おり、我が国の商標法においても大正１０年法において「団体標章制度」と

して明文の規定が設けられていたが、昭和３４年法において、新たに導入さ

れた使用許諾制度によって、実質的な保護が可能であるとして削除された経

緯がある。 
 平成８年における改正商標法において、団体商標が通常の商標とは異なる

特質（ａ．個々の事業者が登録することに馴染まず、団体が登録することと

なるが、その団体自体が商品の生産や役務の提供等をすることを必要としな

い。ｂ．当初から商標権者（団体）とは異なる者（構成員）による使用が予

定されており、その構成員には、構成員たる地位を有する限り商標の使用を

する権利が認められるべきであること。）を有している点、さらに、諸外国

の制度との国際調和の観点を踏まえ、団体商標制度を改めて明文化した。 
 

（参考）「団体標章」ではなく「団体商標」とした理由 
大正１０年法においては「団体商標」ではなく「団体標章」と規定してい

たが、いずれにしても、業として商品の生産等を行う者がその商品等につい

て使用をするものであることには変わりがないことに加えて、団体自身が商

品の生産・販売等を統一管理するとともに商標の使用をすることも少なくな

いという商取引の実状をも勘案して、平成８年の改正では、団体自身による

商標の使用を認めることを明記したため、「団体標章」ではなく「団体商標」

と規定し、引き続き商標として保護することとした。 
 
２．団体商標の主体の見直し 

制度導入時において、団体商標の主体となり得る者は、「民法第３４条の規

定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律によ

り設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外

国の法人」と定められていた。 
その後、平成１８年の意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

５５号）において、商工会議所等の構成員を有する法人格のある社団におい

てもその構成員に商標を使用させている実情があること、並びに、商標法第

７条第１項において引用する民法第３４条の社団法人は一般社団法人へ移行

することが当時から予定されており、当該一般社団法人には、公益性を有す
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る従来の社団法人に加えて、公益性のない中間法人についても認められるこ

とになっていた（「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成１８

年法律第４８号）による改正）ことから、主体に関し、「民法第３４条の規

定により設立された社団法人」のほかに、「その他の社団（法人格を有しな

いもの及び会社を除く。）」を加える改正が行われ、従来の主体に加えて商

工会議所、商工会、特定非営利活動法人等の構成員を有する社団についても

団体商標の主体となりうることとなった。 
 さらに、その一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行（平成２ 

０年１２月１日施行）に合わせ、関係法令を整備するための「一般社団法人 
及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等 
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律  
第５０号）」により、商標法第７条第１項の「民法第３４条の規定により設立 
された社団法人」は、「一般社団法人」に改正された。 

 
（参考） 

改正法令 施行日 主体の内容 
商標法等の一部を改正

する法律 
（平成8年法律第68号） 

H9.4.1 
 

民法（明治二十九年法律第八十九号）第三

十四条の規定により設立された社団法人

若しくは事業協同組合その他の特別の法

律により設立された組合（法人格を有しな

いものを除く。）又はこれらに相当する外

国の法人 
意匠法等の一部を改正

する法律 
（平成18年法律第55号） 

H18.9.1 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三

十四条の規定により設立された社団法人

その他の社団（法人格を有しないもの及び

会社を除く。）若しくは事業協同組合その

他の特別の法律により設立された組合（法

人格を有しないものを除く。）又はこれら

に相当する外国の法人 
一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律

及び公益法人及び公益

財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関

する法律 
（平成18年法律第50号） 

H20.12.1 一般社団法人その他の社団（法人格を有し

ないもの及び会社を除く。）若しくは事業

協同組合その他の特別の法律により設立

された組合（法人格を有しないものを除

く。）又はこれらに相当する外国の法人 
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３．団体商標の登録の要件 
（１）商標法に定められた団体商標の登録の要件 

  商標法第７条は、その登録の要件として 
① 商標登録出願人が一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及

び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立さ

れた組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の

法人であること。 
② 商標登録を受けようとする商標がその構成員に使用をさせる商標である

こと。 
③ 商標登録出願人が商標法第７条第１項に規定する法人であることを証明

する書類を提出しなければならないこと。 
を規定している。 
  なお、その他の登録の要件については、通常の商標と同様である。 

 
（２）商標法第３条第１項柱書の実務運用  
   団体商標における、商標法第３条第１項柱書（商標法第７条第２項によ

り読み替えて適用）にいう、「団体商標の商標登録を受けようとする商標

が「その構成員に使用をさせる」ものでないとき」とは、その団体及び構

成員の双方が使用をしない場合ばかりでなく、その団体が指定商品又は指

定役務について使用をするのみで、その構成員が使用をしない場合もこれ

に該当し、商標登録を受けることはできない。 
 
４．出願の変更 

  商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願について、通常の商標登録出

願又は地域団体商標の商標登録出願に相互に出願の変更をすることができる

（商標法第１１条）。 
 なお、商標法第１１条第１項の規定により団体商標の商標登録出願を地域

団体商標登録出願に変更する場合には同法第７条の２第４項に規定する「商

標登録出願人が組合等であることを証明する書面」及び「商標登録出願に係

る商標が第２項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するた

め必要な書類」の提出、同法第１１条第３項の規定により通常の商標登録出

願を団体商標の商標登録出願へ変更する場合には同法第７条第３項に規定す

る書面（出願人が同条第１項に規定する法人であることを証明する書面）の

提出が必要である。 
 ただし、国際商標登録出願については、出願の変更はできない（商標法第

６８条の１３）。 
 

５．団体商標に係る商標権の取扱い 
 団体商標に係る商標権であっても、その権利の内容や範囲については基本

的に通常の商標権と同じであるが、その特殊性（商標法第７条に規定されて

いる権利主体の要件）から、権利の移転（商標法第２４条の３）や、構成員
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の登録商標の使用をする権利（他人の使用を禁止する権利はない。商標法第

３１条の２）のように、通常の商標権とは異なる取扱いが設けられている。 
 また、国際登録に基づく団体商標に係る商標権については、移転の特例

（商標法第６８条の２４）が設けられている。 
 





２７．０２ 

 
（平成１８．３ 新設） 

- 1 - 

２７．０２ 

地域団体商標の取扱いについて 

１． 地域団体商標制度の導入 
近年、地域産業の活性化や地域おこしの観点から、いわゆる地域ブランドに

対する注目が高まっている。地域ブランド化の取組みは、地域の自然的条件を

活かした農林水産物や食品などの特産品、地域に歴史的な関連のある伝統的工

芸品、地域において提供される特色あるサービスなどを、地域の複数の事業者

が地域名を付した共通のブランド名を用いて販売・提供し、他の地域の商品や

サービスとの差別化を図って、その付加価値を高めていこうとするものである。 
しかしながら、地域ブランドが需要者の間で知名度を有するようになり、ブ

ランド名に対する需要者の信用が高まると、その信用に便乗しようとする他者

が地域外の商品やサービス、あるいは品質の低い商品やサービスに同じブラン

ド名を使用することによって、地域ブランドの信用が毀損される事態が生じう

る。 
このような他人による信用への便乗を防止し、排除するためには、ブランド

名について商標登録を受けることが有効な方策であるが、商標法の下で、地域

ブランドについて多く用いられる地域の名称と商品（役務）の名称を組み合わ

せた商標の登録を受けることは、必ずしも容易ではないとの問題があった。す

なわち、地域の名称と商品（役務）の名称等からなる文字商標については、出

所を識別できない、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占

に馴染まないといった理由から、商品の産地、販売地、品質又は役務の提供の

場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標等に該当

するとして、原則的に登録を受けることができないとされている（商標法第３

条第１項）。 
このような商標の登録を受けるためには、実務上出願人の商標として全国的

な知名度を獲得し、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認

識することができる（商標）」と認められることが必要とされているため（商標

法第３条第２項）、全国的な知名度を獲得するまでの間は他人の便乗使用を排除

できず、また、他人により使用されることによって、出願人の商標としての知

名度の獲得がますます困難となるという問題がある。 
 一方、地域の名称や商品（役務）名を含む商標であっても、特徴のある図形

が付加された商標については、当該図形部分において自己の商品（役務）を他

人の商品（役務）から識別することができるため、商標全体として識別力を有

するものとして商標法第３条第１項に該当せず、他の登録要件を満たす限り、
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商標登録を受けることができる。しかしながら、このような図形入りの商標に

ついては、他人が文字部分は同一であっても図形部分が異なる商標を使用した

場合には、原則としてこれらの商標が類似とは認められないことから、他人の

便乗使用を有効に排除できないという問題がある。 
以上のような問題により、地域ブランドについて多く用いられる地域の名称

と商品（役務）の名称を組み合わせた文字商標については、商標法による保護

が限定されており、発展段階にある地域ブランドの保護について関係事業者の

期待に十分応えられていないのではないかとの指摘があった。このため、全国

的な需要者との関係では十分に出所識別機能を有しているとまでは言えない段

階にあっても、商標登録を受けることができるように制度を整備することが課

題となっていた。 
そこで、地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる商標について、地域

との密接な関連性を有する商品（役務）に使用され、需要者の間に広く認識さ

れている場合には、事業協同組合その他特別の法律により設立された組合によ

る地域団体商標の登録を可能とする地域団体商標制度を導入した。 
  
２．地域団体商標の登録の要件 
商標法第７条の２は、その登録の要件として、 

① 地域団体商標登録出願に係る主体要件を満たしていること 
② 団体が、その構成員に使用をさせる商標であること 
③ 商標が周知性を有すること 
④ 商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字のみからなること 
⑤ 商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有すること 

 を規定している。 
なお、その他の登録要件については、通常の商標と同様である（ただし、商標

法第３条第１項第３号ないし第６号及び同条第２項の適用を除く。）。 
 
３．出願の変更 
商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願について、通常の商標登録

出願又は団体商標の商標登録出願に相互に出願の変更をすることができる（商

標法第１１条）。 
 なお、商標法第１１条第１項又は第３項の規定による通常の商標登録出願又

は団体商標の商標登録出願から地域団体商標の商標登録出願への変更の際には、

商標法第７条の２第４項に規定する「商標登録出願人が組合等であることを証

明する書面」及び「商標登録出願に係る商標が第２項に規定する地域の名称を

含むものであることを証明するため必要な書類」の提出が必要である。 
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 ただし、国際商標登録出願については、出願の変更はできない（商標法第６

８条の１３）。 
 
４．地域団体商標に係る商標権の取扱い 
地域団体商標に係る商標権であっても、その権利の内容及び範囲については

基本的に通常の商標権と同じである。 
 しかし、その制度趣旨（商標法第７条の２第１項）から、権利の移転（商標

法第２４条の２第４項）、専用使用権の設定の制限（商標法第３０条第１項）、

構成員の登録商標を使用する権利（商標法第３１条の２）、先使用権の要件の緩

和（使用商標が周知であるか否かを問わない：商標法第３２条の２）、無効審判

の除斥期間（周知性の要件に係る瑕疵の治癒：商標法第４７条第２項）のよう

に、通常の商標権とは異なる取扱いが設けられている。 
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２７．７１ 

 
国際商標登録出願において「Collective mark, certification 
 mark, or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い 

 
１．基本的な考え方 

（１）出願の種類の特定 

    国際商標登録出願において、collective mark（団体商標）、certification 
mark（証明商標）又は guarantee mark（保証商標）のいずれかの商標

に該当する場合には、「Collective mark, certification mark, or 
guarantee mark」の一括表示がなされ、指定国に通報される。 

このため、指定国では、この表示があった場合、上記のいずれの商標

について保護を求めているのかが特定できず、出願人から提出された意

見書・証明書等によりその種類を確認する必要がある。 

（２）我が国の制度との関係 

① 我が国商標法では、団体商標及び地域団体商標が国際登録の

「Collective mark」に該当する。 

② 我が国商標法では、「商標」の定義に「証明」を規定していることか

ら、団体商標、地域団体商標又は通常の商標のいずれにも「証明」が

含まれ、それぞれ国際登録の「certification mark」に該当する。 

＊certification mark は、それぞれの種類の登録要件に従って登録の可否

が判断される。 

③ 我が国商標法では、「guarantee mark（保証商標）」についての規定

を有していない。 

 

２．具体的な取扱い 

（１）国際商標登録出願に係る商標の構成が地域団体商標の保護の対象とな

る場合（商標法第７条の２第１項各号の要件を具備する場合）で、かつ、

商標法第７条第３項に規定する証明書（商標法第７条第１項の法人である

ことを証する書面）並びに商標法第７条の２第４項に規定する証明書及び

必要な書面の提出がない場合 
地域団体商標、団体商標及び「guarantee mark（保証商標）」のいずれ

かにより保護を求めているのか不明であることから、次のように拒絶理由

を通知する。 

① 地域団体商標として保護を求めることについては、商標法第７条の２
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第１項の要件を満たさない旨の拒絶の理由を通知する。なお、その際、

商標法第７条の２第４項により提出を義務づけられた証明書及び書面が

ないこと以外の商標法第７条の２第１項の登録要件を具備していないと

きは、それぞれの要件についても通知する。 

② 団体商標として保護を求めることについては、第３条第１項柱書の拒絶

理由を通知する。また、商標の構成が第３条第１項第３号等に該当する

ことから、当該該当理由も通知する。 

③ 「guarantee mark（保証商標）」として保護を求めることについては、

第３条第１項柱書の拒絶理由を通知する。 

 

（２）国際商標登録出願に係る商標の構成が地域団体商標の保護の対象となら

ない場合（商標法第７条の２第１項の要件を具備しない場合）で、かつ、商

標法第７条第３項に規定する証明書（商標法第７条第１項の法人であること

を証する書面）の提出がない場合 
団体商標又は「guarantee mark（保証商標）」のいずれかにより保護を求

めているのか不明であることから、第３条第１項柱書の拒絶理由を通知する。 

 

（３）なお、団体商標又は地域団体商標による保護に必要な証明書が提出され、

団体商標又は地域団体商標のいずれかにより保護を求めていることが明ら

かな場合は、当該商標として取り扱う。 

一方、証明書が提出されないか又は不備の場合には、以下の①から⑤ま

でのように取り扱うものとする。 

① 第７条の２第４項に規定する主体要件についての証明書のみ提出され

た場合には、地域団体商標としての保護を求めているものとして取り扱

うものとする。 

また、第７条の２第４項に規定する地域の名称を含むものであること

を証明するため必要な書類のみ提出された場合には、地域団体商標とし

ての保護を求めているものとして取り扱うものとする。 
② 第７条第３項に規定する主体要件についての証明書のみ提出された場

合には、団体商標としての保護を求めているものとして取り扱うものと

する。 

③ 意見書（上申書）において、明示的に団体商標又は地域団体商標いずれ

かが選択されている場合には、上記①、②に関わらず、その意思表示に

より保護を求めたものと判断する。 

④ 意見書（上申書）において、明示的に「certification mark（証明商標）」

による保護を求めているが、地域団体商標（商標の構成態様が商標法第
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７条の２第１項各号の要件を具備する場合に限る。）、団体商標又は通常

の商標のいずれの保護を求めているか不明の場合には、いずれの保護を

求めるのか出願人の意思表示を求めるとともに、地域団体商標又は団体

商標としての保護を求める場合にはそれぞれ必要な証明書等の提出も求

めるものとする。 

⑤ 一定期間猶予（意見書等で提出準備中の言及がある場合）しても証明書

等が完備しない場合には、再度の拒絶理由を通知せずに、拒絶の査定を

するものとする。 

なお、意見書（上申書）において意思表示した保護と提出している証

明書等が合致しない場合にも、一定期間内にこれらが適切な状態になら

なければ、拒絶の査定をするものとする。 

⑥ 何らの応答もない場合は、いずれの保護を求めているか不明のまま、第

３条第１項柱書、第３条第１項第３号（又は第６号）及び第７条の２第

１項違背（他の拒絶理由があれば、当該他の拒絶理由も含めて）として

拒絶の査定をするものとする。 

 

（４）前記（１）及び（２）の場合であって、上記以外の拒絶の理由がある場

合は、当該拒絶理由も同時に通知する。 

 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  
○「第３条第１項柱書」の審査基準  
○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務 

の提供の場所、質等の表示）」の審査基準  
○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準  
○「第７条（団体商標）」の審査基準  
○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
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２８．０１ 
 

商標法施行規則別表の表示に 

従っていない役務表示についての取扱い 
 
（総説） 

商施規別表及び類似商品・役務審査基準に掲載されている小売等役務は例示

であるため、そこに掲載されていない小売等役務も存在するところ、例えば、

以下のような役務を指定した商標登録出願については、以下のとおり取り扱う

こととする。 
なお、その場合の類似群コードについては、同様の商品を取り扱う小売等役

務の類似群コード（３５Ｋ０２～３５Ｋ２１）及びその取扱商品に相当する商

品の類似群コードを付与し、相当する小売等役務がない場合には、「３５Ｋ９

９」及びその取扱商品に相当する商品の類似群コードを付与することとする。 
 

１．小売等役務に含まれるサービス（便益）の一部を、指定役務として表示

する場合（例えば、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客

に対する品揃え・陳列・接客サービスの提供」。なお、○○○は、商品名

である。以下同じ。）は、「○○○の小売又は卸売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供」に補正させる。   

 
（説明） 

  小売等役務は、小売及び卸売の業務において行われる総合的なサービス活

動を一の役務として扱うものであり、個々の便益の提供を一の役務とするも

のではない。 
したがって、上記の総合的なサービス活動の個々の要素を小売等役務の「便

益」に代えて表示することは、小売等役務の適切な表示ということはできな

い。このため、サービス活動の個々の要素を「便益」の文言に置き換え、「○

○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表

示に補正をさせることとする。 
 
２．「the bringing together, for the benefit of others, of a variety 

of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods.」又は「他人の便宜のた

めに各種商品を揃え（運搬を除く）、顧客がこれらの商品を見、かつ、購

入するために便宜を図ること。」は、改正後の商標法の下では、事業支援

のための役務か、小売等役務かが明確ではないため、商標法第６条の拒絶

理由通知をもって、その意図を確認する。 

その結果、上記表示が事業支援の役務である場合は、「(other than 

retail services and/or wholesale services.)」「（小売又は卸売りの

業務において行われる場合を除く。）」のような文言を付加した表示に補
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正させ、小売等役務である場合は、「Retail services and/or wholesale 

services for ○○○.」又は「○○○の小売又は卸売の業務において行わ

れる顧客に対する便益の提供」のように補正させる。 

 
（説明） 

  平成１９年３月３１日以前においては、国際出願の英語表示「the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods.」及び、これに対応した日本語表示「他人の便宜のた

めに各種商品を揃え（運搬を除く）、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入

するために便宜を図ること。」が役務の表示として採用されてきたところ、

これらは、小売等役務を商標法上の役務としていなかった平成１９年３月３

１日以前の商標法の下では、上記の役務表示中の「others」、「他人」は、

商品の販売業者を意味するものとし、これらの役務を事業支援の役務として

位置づけて採用しているものである。そのため、類似群コードも「35B01」
を付与して扱ってきている。 

しかし、小売等役務が商標法上の役務に含まれることとなる平成１９年４

月１日からは、「others」、「他人」が商品の販売業者のみに限らず、商品

の購入者を意味するものとも解され得ることとなる。したがって、平成１９

年４月１日以降の出願において、上記表示で指定された場合には、小売等役

務か、事業支援の役務なのかが明確でないことから、先ずいずれの役務を意

図したものであるかを確認する（商第６条第１項の適用）こととする。 
その結果、小売等役務である場合は「Retail services and/or wholesale 

services for ○○○.」、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供」のように、商施規別表の例示に即した表示に補正さ

せることとする。 
一方、事業支援の役務である場合は、「(other than retail services and/or 

wholesale services.)」、「（小売又は卸売りの業務において行われる場合を

除く。）」のような文言を付加した表示に補正させることとする。 
 

３．その他 

（１）「○○○の小売」「○○○の卸売」の表示について 

「○○○の小売」「○○○の卸売」の表示については、それが商品を指

定したものであるのか、小売等役務を指定したものであるのかが明確でな

いことから、商第６条の要件を満たしていないものとして、いずれを意図

したものであるかを確認することとする。 

その結果、上記表示が小売等役務である場合には、「○○○の小売又は

卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。ま

た、上記表示が商品である場合には、商品として「○○○」に補正させる。 

 

（２）「○○○の小売等役務」「○○○のリテイルストアサービス」の表示に
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ついて 
「○○○の小売等役務」「○○○のリテイルストアサービス」について

は、小売等役務を意図したものであることが明らかであるが、適正な表示

とは認められないため、商第６条の通知を行い、「○○○の小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。なお、

上記表示を商品に補正することは要旨の変更であるから認めない。 
 

（３）マドプロ出願における「retail store services」の表示について 
「retail store services」の表示をもって小売等役務を表示することに

ついては、その取扱商品が不明であり、小売等役務の内容が明確でないか

ら、商第６条の通知を行い、取扱商品を明確にした小売等役務として

「Retail services and/or wholesale services for ○○○.」に補正させ

る。なお、上記表示を商品に補正することは要旨の変更であるから認めな

い。 
 

（４）「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に関す

る情報の提供」の表示について 
このような表示については、その役務の内容を明確にするため商第６条

の通知を行い、次の①ないし③のいずれかに補正させる。 

① 情報の提供目的が、他者が行う小売等役務に関する情報を業としてま

とめて提供するものと理解される場合には、「商品の販売に関する情報

の提供（35B01）」に含まれる役務として扱われることから、当該表示

に補正させる。 
② 自己が行う小売等役務の販売促進を目的とする場合には、自己の役務

に関する広告とみられるため、このような表示は認められないことから、

取扱商品を明確にした「○○○の小売又は卸売の業務において行われる

顧客に対する便益の提供」に補正させる。 
③ 情報提供の目的が、消費者に対して商品又はこれを取り扱う小売業者

の選択に関する助言や情報の提供を行うものと理解される場合には、

「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供

（35L01）」に補正させる。 

 
（５）総合小売等役務の表示から「衣料品」・「飲食料品」又は「生活用品」

のいずれかを削除した小売等役務の表示について 

例えば、「衣料品・生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又

は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、そ

の内容がもはや総合小売等役務でなく、特定小売等役務であるから、商第

６条の通知を行い、特定小売等役務として明確な表示（例えば、「被服・

家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」）

に補正させる。 

  なお、上記表示に取扱商品を追加して総合小売等役務に補正することは
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要旨の変更であるから認めない。 

 
（６）取扱商品に代えてその業態を表示するような小売等役務の表示について 

例えば、「コンビニエンスストアにおける小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供、ホームセンターにおける小売又は卸売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等については、商第６

条の通知を行い、取扱商品を明確にした「コンビニエンスストアにおける

○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

に補正させる。 
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３１．７１ 
 

国際事務局より通報された「商品等に関する限定 
(limitation)」が要旨の変更となる場合の取扱い 

 
 国際事務局より通報された「商品等に関する限定」が願書に記載した指定商

品又は指定役務の要旨を変更するものと認められる場合は、共通規則（第２７

規則(5)）に基づき、「限定が効力を有しない旨の宣言 (Declaration that a
limitation has no effect)」を行うこととする。 
 
 
［説明］ 
  我が国商標法においては、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又

 は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更す

 るものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければな

 らない。」(商標法第１６条の２)と規定されていることから、国際商標登録

 出願において、要旨を変更する内容の「限定」を容認することは、我が国商

 標制度の運用と衡平を欠くこととなり適当ではない。 
 そこで、当該「限定」が通報された場合には、「限定が効力を有しない旨

の宣言」を行うこととする。 
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４０．０１ 
 

先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知 
 
 商標登録出願においては、社会情勢を反映して同一又は類似の商標に係る出

願が一時期に集中してされる場合が少なくない。それらについては、最先願の

ものが最終的に処理されるまで後願のものが処理待ち状態となり、全体として

処理が滞ることとなる。 
 また、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、早期に

指定商品又は指定役務を補正したり、別の商標を新たに採択し出願するなど

様々な対応が可能となるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその

存在が知らされないことは、事業展開上極めて不都合を生じることとなる。 
 このような状況にかんがみ、平成８年の商標法改正においては、これまで運

用で行ってきた先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知に関する規定を新設し、

その根拠を明確化し審査処理の促進を図ることとした。 
 
１．拒絶理由の通知 
 審査官は、商標登録出願に係る商標が先願に係る他人の商標又はこれに類

似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれら

に類似する商品若しくは役務について使用をするものであり、先願に係る商

標が商標登録されることにより商第１５条第１号に該当することとなる場合

には、あらかじめその旨を通知（拒絶理由の通知）し、相当の期間を指定し

て、意見書を提出する機会を与えることができることとしている（商第１５

条の３第１項）。 
 また、この拒絶理由の通知が既にされている場合であって、その他人の商

標が商標登録されたときは、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないこ

ととしている（同条第２項）。 
 
２．拒絶理由通知書の内容 

  先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をする場合は、その拒絶理由通知

書に先願未登録商標（引用商標）の出願番号（国際商標登録出願の場合は国

際登録番号（事後指定の場合は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録

された国際登録第○○○○○○○号」））を記載する。 
  また、拒絶の理由で引用した先願未登録商標の指定商品又は指定役務につ

いて補正があった場合、また、分割等により出願番号が追加、変更された場

合であっても、改めて拒絶理由の通知をすることを要しないものとする。 
  

３．拒絶の査定 
 先願未登録商標に基づき拒絶理由の通知をした場合に、商第１５条第１項
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によって当該拒絶の理由に基づき拒絶の査定をするときは、拒絶理由の通知

で引用した先願に係る商標が登録された後に、その内容中に当該引用に係る

商標の登録番号を明示して行うものとする。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第１５条の３（先願未登録商標）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/35_15-3.pdf
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４０．０２ 
 

商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の開示 
 
 商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の引用商標の表示については、

以下の方針によることとする。 
 
１． 商標法第４条第１項第１１号に係る拒絶理由通知において、既に、商標

  公報に掲載され出願公開されている商標又は登録時の商標公報に掲載され

  ている商標を拒絶理由に引用する場合には、原則として、引用商標を特定

  する出願番号又は登録番号のみを表示することとし、「商標」及び「指定

  商品又は指定役務」は記載しないこととする。 
 
２． 拒絶理由通知における引用商標の具体的表示方法については以下のとお

  りとする。 
 （１）平成１２年１月以降に出願されたものであって、登録されておらず、

  かつ、商標公報（出願公開）に掲載されている商標（国際商標登録出願を

  含む。）を引用する場合には、出願番号（※）のみを表示する。 
 （２）平成１２年１月以降に出願されたものであって、登録された商標（国

  際商標登録出願に基づく登録を含む。）を引用する場合には、登録番号 

  （※）を表示すると共に出願番号を併記する。 
 （３）平成１１年１２月以前に出願されたものであって、登録されていない

  場合又は登録されているが商標公報の発行がされていない場合の商標を引

  用する場合には、出願番号又は登録番号と共に、引用する「商標」及び 

  「指定商品又は指定役務」を表示する。 
 （４）平成１１年１２月以前に出願されたものであって、既に、商標公報が

  発行されている商標を引用する場合には、登録番号を表示すると共に出願

  番号又は出願公告されたものについては出願公告番号を併記する。 
 
  （※） 国際商標登録出願又は国際商標登録出願に基づく登録の場合にはそ

    の国際登録番号を表示する。また事後指定の場合には、国際登録番号

    を表示すると共に事後指定日を併記する。 
 
【備考】 本取扱いは、国際商標登録出願には適用しない。 
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４０．０３ 
 

政令で定める期間内における拒絶理由の通知 
 
１．商標登録出願について、商第１６条に規定する「政令で定める期間」（商

施令（政令）第３条第１項又は第２項）内に拒絶理由を発見しない限り、そ

の出願について拒絶することができないこととなるところ、審査官が「政令

で定める期間」内に商標登録出願について拒絶の理由を発見したか否かは、

その事実の客観性を考慮し、当該出願に係る拒絶理由通知書を特許庁が発送

した日を基準とするのが適切である。 
   したがって、その拒絶理由通知書を発送した日が同令第３条第１項又は第

２項で定める期間内であれば、その通知書で通知した拒絶の理由が解消して

いない限り、その理由をもって当該出願を拒絶することができることとする。 
  
２．国際商標登録出願について拒絶の理由を発見したときは、その拒絶の理由

を記載した暫定的拒絶の通報iに係る文書を作成し、国際事務局へ発送するこ

ととする。 
  この暫定的拒絶の通報に係る文書の国際事務局への発送は、議定書上の手

続であり日本国特許庁から直接出願人へ送付されるものではないが、拒絶の

理由を記載していること、国際事務局から出願人へ送付されること等から、

商第１５条の２又は同法第１５条の３の規定に基づく拒絶理由の通知として

の効果をも包含するものとして取り扱うこととし、別途、出願人への拒絶理

由通知書の送付は行わないこととする。 
  

３．拒絶理由通知書が出願人等の名称又は住所の変更等により出願人等に届か

ずに返送され、再発送された場合であっても、審査官は当該出願について拒

絶の理由を発見し、その拒絶理由を開示した通知書を発送したことは事実で

あることから、その拒絶理由通知書を最初に発送した日が上記１．でいう「政

令で定める期間」内に拒絶理由を発見したときに該当するものとするのが妥

当である。 
 
４．商第１６条の規定では、政令で定める期間内に拒絶理由を発見しないとき

は、登録をすべき旨の査定をしなければならないこととなっており、拒絶理

由を通知する期間が限定されていることから、審査の結果、拒絶理由を複数

発見したときは、原則として、そのすべての拒絶理由を同時に通知すること

とする。 
  ただし、指定商品又は指定役務が不明確等であることから商第６条第１項

又は第２項の拒絶理由を通知した場合であって、その拒絶理由通知に対し出

願人が実質的に商品又は役務の説明のみを内容とする意見書又は物件提出書
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の提出をしたときにおいて、他の拒絶理由を発見したときは、先の拒絶理由

を解消する補正書の提出を指示することなく又は指示すると同時に当該他の

拒絶理由を通知することとする。 
 
   商第１６条で規定する「政令で定める期間」 

①  国内出願について拒絶理由を通知できる期間は、出願日から１年６月

となるが、商第６条第１項又は第２項の拒絶理由を通知した場合であっ

て、その拒絶理由を解消する手続補正書の提出がされたときは、その手

続補正書の提出した日をもって当該出願における拒絶理由を通知でき

る期間（１年６月）が起算される。（商施令（政令）第３条第１項） 
②  国際商標登録出願について暫定的拒絶の通報をすることのできる期

間は、国際登録に基づき領域指定の通報の行われた日から１年６月に限

られている。（商施令（政令）第３条第２項） 
なお、国際事務局への暫定的拒絶の通報は、その発送日が国際登録の

領域指定に基づく通報の日から１年６月以内とする。 
 （注）本取扱いは、平成１２年３月１４日以降の出願に適用される。 
 
 
 （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第１６条（商標登録の査定）」の審査基準 
 
                                                   
※ 審査官は、国際事務局から｢暫定的拒絶の通報｣に欠陥がある旨の通報がなされた場合、

以下のことに留意する。 
 国際商標登録出願に係る暫定的拒絶の通報についての欠陥には、 

① 暫定的拒絶の通報とはみなされないものと、 
   ② 暫定的拒絶の通報を是正することのできるもの（国際事務局から欠陥の是正を求

められる）とがある。 
(1) ①に該当する欠陥ある暫定的拒絶の通報である旨の通報がされたときは、すみやかに、 
再度、暫定的拒絶の通報を行うこととする。 

 (2) ②に該当し国際事務局から欠陥の是正を求める通報があったときは、すみやかに、暫

定的拒絶の通報を是正するための手続を行う（欠陥の是正は通報日から２月以内に行

う）。 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/36_16.pdf
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４０．０４ 

商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知 

 

１．商第４条第１項第１１号に係る拒絶理由の通知において、商標権の存続期

間が満了した商標を引用する場合は、以下のとおり取り扱う。 

 

（１）引用商標の商標権（国際登録に基づく商標権を除く。）が存続期間の満

了後６月以内のものである場合には、存続期間の更新登録の申請がされていな

いときであっても、当該商標を引用する商第４条第１項第１１号の拒絶理由を

通知する。 

 

（２）引用商標の商標権の登録料が分割納付がされている場合であって、存続

期間満了前５年の日から６月以内のものである場合には、存続期間の満了前５

年までに納付すべき登録料（以下「後期分割登録料」という。）及び割増登録

料が納付されていないときであっても、当該商標を引用する商第４条第１項第

１１号の拒絶理由を通知する。 

 

（３）引用商標が国際登録に基づく商標権であって商標権の存続期間が満了し 

ている場合は、その引用商標の商標権に係る国際商標登録簿により、原簿が有 

効である限り、その商標を引用する商第４条第１項第１１号の拒絶理由を通知 

する。 

 

２．上記１．の商標を引用して査定を行う場合には、その引用商標について、 

以下のとおり取り扱う。 

 

（１）上記１．（１）及び（３）の商標を引用して拒絶査定を行う場合には、

その引用商標の商標権の存続期間の更新手続がなされた事実を確認した後に、

拒絶査定を行う。 

（２）上記１．（２）の商標を引用して拒絶査定を行う場合には、後期分割登

録料及び割増登録料の納付がなされた事実を確認した後に、拒絶査定を行う。 

 

ただし、①引用商標の商標権の存続期間の満了後６月の期間が経過した後に、

商標原簿で存続期間の満了を確認したとき、②引用商標に係る後期分割登録料

及び割増登録料を納付すべき期間の経過後、商標原簿で存続期間の満了を確認

したとき、③引用商標の商標権に係る国際商標登録原簿で存続期間の満了を確

認したときは、当該商標を引用する商第４条第１項第１１号には該当しなく

なったものとして取り扱う。 
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〈説明〉 

 平成２８年１１月に開催された第２１回商標審査基準ワーキンググループに

おいて、以下の観点から審議がなされ、上記のとおり運用を変更するものであ

る。 

・商第２１条第１項の規定に基づく更新登録の申請がなされ、商標権の回復が

されたものがほとんどないという現状にかんがみ、一律に存続期間満了後１年

を待って後願の査定を行うことは、早期の権利付与の観点からして、必ずしも

ユーザーの利益になっていない。 

・また、商第２０条第４項では、存続期間の満了後６月までに更新登録の申請

がなかったときは、商標権は存続期間の満了のときにさかのぼって消滅したも

のとみなす旨規定しており、すなわち、存続期間の満了後６月経過後は、法律

上、商標権はすでに消滅したものとみなされることから、商第２１条第１項の

経済産業省令で定める期間の経過を待たずに後願の処理を行ったとしても、法

律違反とはならないと考えられる。 

・以上から、商第２１条第１項の規定に基づく更新登録の申請ができる期間を

待たずに、後願の処理を行うことが適当である。（ただし、査定時に当該申請

がされている場合には、その処分が確定するまで、後願の査定は行わないこと

とする。） 

 

（参考） 

 

１．商標権の存続期間の更新登録の申請について 

商標権の存続期間の更新登録の申請は、存続期間の満了後６月の間において

も可能であり（商第２０条第３項）、存続期間の満了後６月の更新登録の申請

期間内にその申請がない場合に、その商標権は存続期間の満了時にさかのぼっ

て消滅したものとみなされる（商第２０条第４項）。 

さらに上記の規定によって消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、

更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったことが故意

によるものでなかったと認められる場合は、更新登録の申請をすることができ

るようになった日から２月以内であって上記の更新期間の経過後６月以内に限

り、商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる（商第２１条第１

項）。 

  

２．登録料の分割納付がされた場合の後期分割登録料の納付について 

登録料の分割納付において、後期分割登録料の納付は、その期間の経過後６

月以内においても追納が可能であり（商第４１条の２第５項）、その期間の経

過後６月以内に後期分割登録料及び割増登録料の納付がなかったときは、その

商標権は存続期間の満了前５年の日にさかのぼって消滅したものとみなされる

（商第４１条の２第６項）。 



４０．０４ 

 

（令和５．４ 改訂） 

- 3 - 

 さらに上記の規定によって消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、

後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び割増登録

料を納付しなかったことが故意によるものでなかったと認められる場合は、当

該登録料を納付することができるようになった日から２月以内であって上記の

更新期間の経過後６月以内に限り、当該登録料を納付することができる（商第

４１条の３）。 

 

３．国際登録に基づく商標権の存続期間の更新について 

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更 

新がなされるところ（商第６８条の２１第２項）、国際登録の更新手続には、

存続期間満了後６月の猶予期間が認められている（議定書第７条（4））。 

そして、国際登録の存続期間の更新がなかったときは、国際登録に基づく商 

標権は、存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされるが（商第

６８条の２１第４項）、実務上は、国際商標登録原簿で更新がなされているか

を確認する。（ＷＩＰＯ国際事務局から我が国に対して国際登録の存続期間の

更新がなかった旨の通報があり（注１）、その後商標登録原簿に商標権の消滅

の登録等必要な手続が行われる。） 

 

 （注１）標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づ

く共通規則第３１規則（4）を参照。 

  

 

 （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準  

 

- - 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf


４０．０５ 

- 1 - 
（平成２７．４改訂） 

 

４０．０５ 

 
セントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく 

商標権に係る商標を引用する拒絶理由の通知 
 

商標法第４条第１項第１１号の適用において、引用商標が国際登録に基づく

商標権の場合であって引用商標の商標権に係る国際登録が議定書第６条（４）

の規定に基づき取り消されたものであるときは、商標法第６８条の３２の規定

に基づく商標登録出願がなされる場合があることに留意して、その商標を引用

する第４条第１項第１１号の拒絶理由を通知するものとする。 

 

 

（説明） 

１．議定書第６条（４）の規定（セントラルアタック）により日本国を指定す

る国際登録の対象であった商標が国際登録において指定されていた商品又は

役務の全部又は一部について国際登録が取り消されたときは、その国際登録

の名義人であった者は、国際登録が取り消された日から３月以内に、当該商

品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。ただ

し、商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により国

際登録が取り消された日から３月以内にその出願をすることができないとき

は、その理由がなくなった日から１４日（在外者にあっては、２月）以内で

のその期間の経過後６月以内にその出願をすることができる（第６８条の３

２）。 

 

２．したがって、第４条第１項第１１号の適用において、引用商標が国際登録

に基づく商標権の場合であって引用商標の商標権に係る国際登録が議定書第

６条（４）の規定に基づき取り消されたものであるときは、第６８条の３２

の規定に基づく商標登録出願の有無を確認した上で、審査を進めるものとす

る。 

 

 

 （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
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４１．０１ 

商標法第３条の趣旨に反する場合の審査運用について 

 
 

商標審査基準 第１８ その他 

２．同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出

願した場合について 

(1) 同一人が同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について、その指

定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるとき

は、第 68条の 10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について

｢商標法第３条の趣旨に反する。｣との拒絶の理由を通知するものとする。 

(2) 商標権者が登録商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）につ

いて同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。 

 

上記基準における、本願商標に係る指定商品又は指定役務が、引用する先願未

登録商標又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と「同一の指定商品又は

指定役務」であるかは、次のとおり判断する（アルファベットの大文字は包括表

示を、小文字は個別表示（大文字で表したものに包含される表示）を表す）。 

 

１．「同一の指定商品又は指定役務」であると判断する場合 

指定商品又は指定役務の表示が同一であれば、「同一の指定商品又は指定役務」

であると推定して判断する。 

 

（１）本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る

指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合。 

本願の指定商品・役務   引用の指定商品・役務     

Ａ，Ｂ，Ｃ         Ａ，Ｂ，Ｃ        

Ａ，ｂ，ｃ         Ａ，ｂ，ｃ        

ａ，ｂ           ａ，ｂ 

 

（２）本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る

指定商品又は指定役務に含まれている場合（概念的に含まれている場合は

除く）。 

本願の指定商品・役務   引用の指定商品・役務     
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Ａ，Ｂ           Ａ，Ｂ，Ｃ        

Ａ，ｂ           Ａ，ｂ，ｃ 

ｃ             ａ，ｂ，ｃ        

（解説） 

（２）は、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部を指定し

て新たに出願したものである。このような場合には、後願のような新たな出

願をしなくとも、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務から不要

な指定商品又は指定役務を放棄すれば同様の結果が得られるため、「同一の

指定商品又は指定役務」であると判断する。 

 

２．「同一の指定商品又は指定役務」であると判断しない場合 

   本願の指定商品・役務    引用の指定商品・役務     

  Ａ，Ｂ           Ｂ，Ｃ          

ａ，ｂ           ｂ，ｃ   

ａ             Ａ 

Ａ             ａ 

Ａ，Ｂ，Ｃ         Ａ，Ｂ          

ａ，ｂ           ｂ            

 （解説） 

  本願に係る指定商品又は指定役務のうちの一部が引用した先願又は既登録

商標に係る指定商品又は指定役務と同一である場合、引用した先願又は既登

録商標に係る指定商品又は指定役務が包括表示であり、本願に係る指定商品

又は指定役務がそれに含まれる個別表示の場合には、「同一の指定商品又は指

定役務」とは判断しない。 

 

３．指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合について 

１．に該当する場合であっても、出願人から、本願の指定商品又は指定役務が、

先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とは国際分類の版が異なるこ

と等により、実質的に商品・役務の内容が相違するとの主張がなされ、その事実

が認められる場合には、「同一の指定商品又は指定役務」であるとの推定が覆っ

たものとして判断できるため、当該拒絶理由は解消する。 
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４１．１００．０１ 

 
出願人の名義変更があった場合の 

商標法第３条第１項柱書きの取扱い 
 
 名義変更以前の出願人（譲渡人）の業務に関係なく、名義変更後の出願人

（譲受人）の業務について、商標法第３条第１項柱書きの要件を具備するもの

であるか否かを判断するものとする。 
 
〔説明〕 
 商標法第３条第１項柱書きに規定する「自己の業務」は、出願人の営業活動

に基づいて決せられる出願人の属性であって、出願人と不離一体の関係にある

ものである。 
 したがって、出願人の名義変更があった場合には、第３条第１項柱書きに規

定する「自己の業務」も変更されることになるから、上記のとおり取り扱うも

のとする。 
 なお、商標法第３条第１項柱書きの要件を具備しないとの拒絶理由通知を受

けた出願人がその要件を具備する者に商標登録出願により生じた権利を譲渡し、

出願人名義を変更した場合には、上記拒絶の理由は解消することとなる。 
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４１．１００．０３ 
 

商標の使用又は商標の使用の意思 

を確認するための審査に関する運用について 

 

願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び使用の

意思があることに「合理的な疑義がある場合」は、商第３条第１項柱書の要

件を満たさないと判断する（商標審査基準第１二、２．（３）参照）。 

ただし、個別の商標をいかなる商品又は役務に使用するかを願書の記載を

通じて判断することは、現実的には困難といわざるを得ない。このため具体

的な商標の使用又は使用意思の確認については、商標の使用の前提となる指

定商品又は指定役務に係る自己の業務の確認を通じて行うこととする（商標

審査基準第１二、３．（２）参照）。 

 

１．商第３条第１項柱書の適用について 

願書に記載された指定商品又は指定役務が次の（１）又は（２）に該当す

るときは、原則として、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的

疑義があるものとして、商第３条第１項柱書により登録を受けることができ

る商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商

標の使用又は使用の意思を確認する。 

ただし、出願当初から商標の使用又は使用意思に関する証明書類等が提出

された場合を除く。 

 

（１）小売等役務について 

商標審査基準第１二、２．（３） 

(ｱ) 第２条第２項に規定する役務（以下「小売等役務」という。）につい

て 

①「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売

又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（以下、「総

合小売等役務」という。）に該当する役務を個人（自然人をいう。）が

指定してきた場合。 

② 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定した場合であって、「自己

の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かにつ

いて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは

認められない場合。 

③ 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。 
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【取扱い】 

小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動 

車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ３５

Ｋ０４（１２Ａ０５）」の場合、類似群の数は２であるが、１２Ａ０５は取

扱商品の類似群であるため、１の類似群として取り扱う。 

 

（説明） 

①及び②は、総合小売等役務に関するものである。総合小売等役務は、百

貨店、総合スーパー、総合商社等の事業所が提供する役務であるところ、こ

のような小売等役務について個人（自然人）が商標の使用の前提となる業務

を行っているとは通常考え難い。しかも、たとえ法人の場合でも、総合小売

等役務は、取扱商品が衣食住の広範囲に及ぶなど総合小売等役務以外の小売

等役務（以下、「特定小売等役務」という。）と異なる特徴があるため、誰

もが登録を欲してその役務を指定した出願を行うとの懸念がある。このため、

総合小売等役務を指定した商標登録出願については、①又は②に該当する場

合、商標の使用及び使用の意思に合理的疑義があるものとして、その指定役

務に係る業務の確認を行うこととしたものである。 

また、③は、主に特定小売等役務に関するものである。「類似商品・役務

審査基準」は、各事業者を業態に応じて分類している日本標準産業分類に応

じて類似の小売等役務の範囲を定めているところであり、複数の類似群にわ

たる異なる小売等役務を同一事業者が行うことが一般的とは考え難い。この

ため、同一の事業者によって、類似する小売等役務の分野を超えて複数の類

似群に属する小売等役務を指定した場合は、商標の使用及び使用の意思に合

理的疑義があるものとし、その指定役務に係る業務の確認を行うこととした

ものである。指定された小売等役務が複数の類似群に属するか否かの判断は、

原則として、「類似商品・役務審査基準」において例示されている小売等役

務に係る類似群コード（３５Ｋ０１～３５Ｋ９９）に基づくものとする。 

 

（２）商品・役務の全般について 

商標審査基準第１二、２．（３） 

(ｲ) (ｱ)を除く商品・役務の全般について 

１区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。 

 

【取扱い】 

原則として、１区分内において、２３以上の類似群コード（以下「類似

群」という。）にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は

役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について

商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使

用又は使用の意思の確認を行う。 
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２．商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類について 

（１）商標の使用又は使用の意思の確認について 

上記１．による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思

に関する証明書類等は、意見書等で提出することが求められる。 

商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務

について使用」をするものであることを明らかにするために、出願人は、

少なくとも、類似群ごとに（小売等役務については、当該役務に係る類似

群ごと）、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は

行う予定があることを明らかにする必要がある。 

なお、商標の使用に関する証明書類等とともに意見書等の提出があった

ものの、依然として出願人の商標の使用及び使用の意思に疑義がある指定

商品又は指定役務が残っている場合には、出願人に対して疑義が残る指定

商品又は指定役務を通知し、証明書類の追加提出を求めることとする。 

 

（２）商標の使用を確認するための書類について 

具体的には、次の書類によって証明される。 

（商標審査基準第１二、３．） 

(3) 業務を行っていることの確認について 

 

(ｱ) 総合小売等役務に属する小売等役務を行っているか否かは、次の事実

を考慮して総合的に判断する。 

① 小売業又は卸売業を行っていること。 

② その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の

各範疇にわたる商品を一括して１事業所で扱っていること。 

③ 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10％ 

～70％程度の範囲内であること。 

 

(ｲ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行っていることは、例

えば、次の方法により確認する。 

① 出願人等の取扱商品が記載されたカタログ、ちらし等の印刷物 

② 出願人等が運営する店舗及び取扱商品が分かる店内の写真 

③ 出願人等の取扱商品が分かる取引書類（注文伝票、納品書、請求書、 

領収書等） 

④ 出願人等の業務内容、取扱商品が紹介されている新聞、雑誌、インタ 

ーネット等の記事 

⑤ （総合小売等役務の場合）小売等役務に係る商品の売上高が判る資料 

 

 

上記商標審査基準抜粋中の(ｱ)及び(ｲ)は、商標の使用の前提となる指定商品
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又は指定役務に係る業務を行っていることを証明する証拠方法を示したもの

であり、いずれも例示である。 

総合小売等役務に係る業務を行っていることは、例えば、上記(ｲ)①から⑤

の証拠方法により、(ｱ)①から③の事実を明らかにすることで総合的に証明さ

れる。 

特定小売等役務に係る業務を行っていることは、例えば、上記(ｲ)①から⑤

の証拠方法により総合的に証明される。 

 

なお、(ｱ)③総合小売等役務における「いずれもが総売上高の１０％～７０

％程度の範囲内であること」を証する資料については、商第３条第１項柱書

の審査が商標の使用の蓋然性を確認するものであることを踏まえ、他の資料

によって、衣料品、飲食料品及び生活用品の各種商品を多数取り扱っており、

出願人が百貨店や総合スーパー等の事業者であることが明らかな場合は、当

該資料がなくても弾力的に認定し得るものとする。ただし、他の資料によっ

て、衣料品、飲食料品及び生活用品の各種商品の取り扱いに大きな差がある

ような場合においては、その比率が重要となる点に留意することとする。 

 

（注）「１０％～７０％程度の範囲内」については、経済産業省の商業統計調査

における業態分類の百貨店、総合スーパーの定義に基づいたものである。同

統計においては、「百貨店、総合スーパー」の条件として「衣、食、住にわ

たる各種商品を小売し、そのいずれも小売販売額の10％以上70％未満の範囲

内にある事業所」であることをあげている。 

 

（３）商標の使用の意思を確認するための書類について 

（商標審査基準第１二、３．） 

(4)業務を行う予定があることの確認について 

(ｱ) 出願人等が出願後３～４年以内（登録後３年に相当する時期まで）に

商標の使用を開始する意思がある場合に、指定商品又は指定役務に係る

業務を出願人等が行う予定があると判断する。 

(ｲ) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人等が行う予定があることの

確認のためには、商標の使用の意思を明記した文書及び予定している業

務の準備状況を示す書類の提出を求める。 

なお、商標の使用の意思が明確でない場合や当該予定している業務の

準備状況に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏

付ける書類の提出を求める。 

 

商標の使用の意思を明記した文書は、例えば（別紙１、２）、また、準備

状況を示す書類は、例えば（別紙３）のとおりとし、手続補足書、物件提出

書等により提出する。 
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なお、商標の使用の意思が明確でない場合や当該事業予定に疑義がある場

合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めるこ

とになっているところ、これらは商第７２条第１項の規定により閲覧等が可

能であることを踏まえ、準備状況が裏付けられる範囲で、その他不要な部分

をマスキング等することを認める。 

 

（４）同一出願人による「商標の使用又は使用意思に関する証明書類等」の提

出の省略について 

① 証明書類等の提出の省略及びその可否について 

同一出願人が先にした他の出願において、「商標の使用又は使用意思に

関する証明書類等」を提出している場合、その出願番号と書類名等を意見

書に記載することにより、指定商品又は指定役務に係る業務を行っている

ことを証明するための書類又は商標の使用の意思を明記した文書及び予定

している業務の準備状況を示す書類（事業予定）の提出を省略することが

できる。 

なお、同一の指定商品又は指定役務だけでなく、同一類似群内の他の指

定商品又は指定役務について業務が証明されていたときも、援用する出願

番号と書類名等を意見書に記載することにより、その提出を省略すること

ができる。 

この場合、審査官は、当該先の出願において提出された書類によって、

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定が

あることの確認を行う。ただし、当該資料によっては、出願人が指定商品

又は指定役務に係る業務を行っていること又は出願後３～４年以内（登録

後３年に相当する時期）までに商標の使用及び商標の使用の意思があるこ

とに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行う。また、後に出願

する商標登録願において、出願当初からその旨を記載してきたときも同様

とする。なお、その旨の願書への記載は、例えば、以下のとおりとする。 

 

（例）（商標登録願の記載例） 

以下のとおり、願書中に「【その他】」欄を設けて、「商標の使用又

は使用意思に関する証明書類等」の文字及びそれが提出された「出願番

号」と「書類名及びその提出日」を記載する。 

【その他】 商標の使用又は使用意思に関する証明書類等 

商願２０１７－○○○○○○ 

意見書（２０１７年○○月○○日提出） 

 

②指定商品又は指定役務の一部についての証明書類等の提出の省略につい

て 

１区分内において２３以上の類似群にわたる商品又は役務が指定されて
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いる場合であって、一部の指定商品又は指定役務についての業務が同一出

願人が先にした他の出願において証明されているときは、当該指定商品又

は指定役務についての証明書類の提出を省略することができるが、業務の

証明がなされていない他の指定商品又は指定役務については、それらの商

品又は役務の類似群の合計が２２以下であっても、類似群ごとに業務の証

明を要する。 

類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合も同様に取り扱うも

のとし、業務の証明がなされていない小売等役務については、類似群ごと

に業務の証明を要する。 

 

（５）出願人以外の者の業務が「自己の業務」として認められるか否かの判断

について 

審査便覧41.100.05「出願人の支配下にあると実質的に認められる者等

の業務に係る商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願

の取扱い」参照。 

 

３．商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類の提出に代わる手続き 

商標の使用又は使用意思に関する証明書類等の提出に代えて、商標の使

用に疑義があるとされた指定商品又は指定役務の一部を削除する補正によ

り、「合理的疑義がある場合」に該当しないこととなったときは、商第３

条第１項柱書の要件を満たすものとして取り扱う。（以下の例を参照。） 

 

＜例１＞ 

１区分内において、２３以上の類似群にわたる商品又は役務を指定してい

るため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない旨の拒絶理由の通知を受

けたときに、商品又は役務の一部を削除する手続補正書の提出により、指

定商品又は指定役務に係る類似群の合計が２２以下となったとき 

＜例２＞ 

第３５類において、複数の特定小売等役務を指定しているため、商第３条

第１項柱書の要件を満たさない旨の拒絶理由の通知を受けたときに、役

務の一部を削除する手続補正書の提出により、特定小売等役務を１つにし

たとき 
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指定商品（指定役務）の一部について商標の使用を開始する意思を明記する

場合 

（別紙１） 

 

商標の使用を開始する意思 

 

現在当社は、本願指定商品（指定役務）に係る業務を行っていないが、 

指定商品、第〇〇類「○○」の生産、譲渡（指定役務、第〇〇類「〇〇」

の提供）の事業予定があり、令和○○年○○月頃から商標の使用の開始

をする予定である。 

 

以上のとおり相違ありません。 

令和  年 月 日 

（出願人） 

住所 

    名称 

    事業担当責任者        

 

 

 

指定商品（指定役務）の全部又は一区分全部について商標の使用を開始する

意思を明記する場合 

（別紙２） 

 

商標の使用を開始する意思 

 

現在当社は、本願指定商品（指定役務）に係る業務を行っていないが、 

第〇〇類の指定商品の生産、譲渡（第〇〇類の指定役務の提供）の事業

予定があり、令和○○年○○月頃から商標の使用の開始をする予定であ

る。 

 

以上のとおり相違ありません。 

令和  年 月 日 

（出願人） 

住所 

    名称 

    事業担当責任者        
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（別紙３） 

 

事 業 予 定 

 

〔予 定〕 

 

令和  年  月  工場（店舗）の建設（着工・借用）等の予定 

令和  年  月  生産（販売）開始予定 

 

令和  年 月 日 

（出願人） 

住所 

    名称 

    事業担当責任者        

  

 

 
 

４．出願人の過去の出願件数等から商標の使用及び使用の意思があることに合

理的疑義がある場合 

上記１．（１）又は（２）に該当しない場合であっても、以下の（ア）及び

（イ）の要件に合致するときは、商標を自己の業務に係る商品又は役務につい

て使用する蓋然性が極めて低く、商標の使用及び使用の意思があるかについて

合理的疑義があるものとして、商第３条１項柱書に違反すると判断する。なお、

当該要件に合致する場合は、商標の使用の意思に関する証明書を提出してきた

場合においても、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない

ことが明らかであるため、合理的疑義が解消しないものとして扱う。 

 

（ア）出願人の過去の出願件数から、一出願人が自己の業務に係る商品又は役

務について使用する商標としては、到底想定し得ない多数の出願を行っ

ている（概ね年間1000件以上）。 

（イ）ウェブサイト、報道等から商標の使用及び使用の意思があることが確認

できない（例：出願人のウェブサイトによれば、出願人は、もっぱら商

標の売買や使用許諾を行っている事実が認められる等）。 

 

５．適用開始日 

本取扱いは公表の日から適用する（経過措置なし）。 
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別紙 

本運用の導入及び改訂の経緯 

 

（１）小売等役務について 

 

小売等役務制度の導入に関する法改正（平成１８年改正 法律第５５号）

に関して、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の在り方に

ついて」（平成１８年２月公表）において、次のように不使用商標について

の懸念が指摘された。 

「商標法では出願に係る商品又は役務の区分ごとに出願手数料、商標権の登

録料を納付することとなっており、国際的な商品・役務の区分を定めるニー

ス協定において、小売業等の役務は第35類に分類されている。このため、同

協定に従うと、一区分（第35類）の料金で複数の小売業等に係る役務を記載

することが可能であり、出願人が使用の意思のない役務を多数指定した場合

には、これらの指定役務と混同を生じるおそれのある商品について網羅的に

他人の登録を排除することも可能となることが懸念される。」 

そして「小売業等に係る役務商標出願については、商第３条第１項柱書の

規定の運用を強化し、その使用の意思又は使用実態の確認を行うことが適切

であると考えられる。」とされた。 

このため、商標審査便覧において、小売等役務の商標登録出願についての

商第３条第１項柱書の適用を定め、平成１９年４月１日以降の出願から適用

されている。 

 

（２）商品・役務の全般について 

 

商品又は小売等役務以外の役務については、小売等役務のように一区分（第

35類）の料金で横断的にあらゆる商品に関する小売等役務を指定し得るわけ

ではなく、多くの商品又は役務を指定すれば、区分に応じて料金的な負担も

増大することから、多数の商品又は役務を横断的に指定するとの懸念は小売

等役務の場合とは異なる。また、商品又は小売等役務以外の役務については、

必ずしも各事業者の業態に応じて類似群を定めているとはいえない点でも、

小売等役務とは異なる。 

しかし、商品又は小売等役務以外の役務についても、区分数が同じで料金

が同額となる場合は、料金負担の増大がないために、１区分で指定可能な商

品又は役務を広い範囲にわたり指定するおそれがあり、この点では、小売等

役務の場合と同様に不使用商標の原因となり得る。 

前述の産業構造審議会知的財産政策部会の報告書において、「商品や小売

業以外の役務を指定する商標登録出願についても、取引の実情や出願実態等

を踏まえ、商第３条第１項柱書の運用の在り方について検討を行うことが適
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切であると考えられる。」とされている。 

このため、商標審査基準において、１区分内での商品又は役務の指定が広

い範囲に及んでいる場合に商標の使用又は使用の意思を確認することとし、

審査の統一性を確保する観点から、その一応の目安として、１区分内におい

て８以上の類似群にわたる商品又は役務を指定する場合として運用を開始し

た。この目安は、小売等役務における取扱商品の類似群の数とのバランスを

考慮したものであった。 

しかしながら、本運用については、平成１９年の運用開始から１０年超が

経過し、ユーザーからは、類似群の数え方が煩雑でわかりにくい、商品・役

務によって付与されている類似群数に差があり不公平感がある、また、ハウ

スマークのように広範囲の商品又は役務を指定したい場合もある等の意見が

出ていたところ、本運用について以下のとおり見直しを行ったものである。 

類似群の数え方については、付与されている類似群数を単純に数えること

とした。例えば、従来は１個としてカウントを行っている複数類似群が付与

されている商品・役務については、付与されている類似群をすべて数えるこ

ととした。 

これに伴い、１区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいると

判断する場合の目安として、１区分内において２３以上の類似群にわたる商

品又は役務を指定する場合とした。この目安は、商品・役務によって付与さ

れている類似群数に差があることに起因する不公平感の是正、類似商品・役

務審査基準において一商品（役務）に付与される最大類似群数（２２個）の

考慮、及び数え方の変更により、１区分内において指定可能な商品・役務数

が、従前2より少なくならないよう配慮したものである。 

また、従来、提出の省略が認められていなかった、商標の使用の意思を明

記した文書については、同一出願人が先にした他の出願において、当該文書

を提出している場合にも、使用の蓋然性が認められるとして提出を省略する

ことができることとした。 

 

 

 

 （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 

                         
2 従前の運用においては、１区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいると判断す

る場合の目安として、原則として、１区分内において、８以上の類似群コードにわたる商品又

は役務を指定している場合を対象としていた。ただし、①一の商品又は役務で多数の類似群が

付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合には、その商品又

は役務の類似群が２以上であっても、１の類似群として取り扱う、②包括概念表示の商品又は

役務に２以上の類似群が付与されている商品又は役務であっても、１の類似群として取り扱う、

というように数え方が複雑になっていた。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
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「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」 
ことができない蓋然性が高い商標登録出願について 

 
 
商標審査基準 第１ 二 ２． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１．「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋

然性が高い商標登録出願の審査について 

 

例えば、以下の例のような役務については、業務を行うために法令に定める

国家資格等を有することが義務づけられている。 

したがって、これらの役務を指定する出願がされた場合には、国家資格を有

する者の名簿や出願人の名称等から、出願人が以下（１）又は（２）のいずれ

かに該当するか否かを確認する。 

出願人による提出書類の記載及び職権調査の結果をふまえても、出願人が

（１）又は（２）のいずれかに該当すると確認できない場合は、出願人が当該

役務について商標を使用できない蓋然性が高いものとして、商第３条第１項柱

書により登録を受けることができる商標に該当しないと判断する旨の拒絶理由

の通知を行う。 

出願人による提出書類の記載等により、出願人が以下（１）又は（２）のい

ずれかに該当することが確認できた場合には、当該拒絶理由は通知しないもの

とする。 

 

（１）個人として当該国家資格等を有していること 

（２）指定役務に係る業務を行い得る法人であること 

 

なお、以下の例のような役務を、例えば、「その役務に関する情報の提供」、

「その役務に関する助言」に補正することは要旨の変更であることに留意する。

（例えば、「医業」を「医業に関する情報の提供」と補正した場合。） 

 

 (2) 指定役務が、例えば、次のような場合には、商標を使用できない蓋然

性が高いものとして、本項柱書により登録を受けることができる商標に該

当しないと判断する旨の拒絶理由の通知を行い、出願人が指定役務を行い

うるか確認する。 

(例) 

指定役務に係る業務を行うために法令に定める国家資格等を有すること

が義務づけられている場合であって、願書に記載された出願人の名称等か

ら、出願人が、指定役務に係る業務を行い得る法人であること、又は、個

人として当該国家資格等を有していることのいずれの確認もできない場

合。 
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〈例〉 

①役務「訴訟事件その他の法律事務」（弁護士法第７２条） 

(ｱ)弁護士であることの確認 

日本弁護士連合会ＨＰ：弁護士検索 

（https://www.bengoshikai.jp/） 

(ｲ)弁護士法人であることの確認 

名称に「弁護士法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)個別の法律の定めにより業務を行うことができる者であることの確認 

・弁理士又は弁理士法人であることの確認（弁理士法第６条） 

弁理士の確認については、③(ｱ)を確認。 

・その他、提出書類の記載等により、出願人が指定役務に係る業務を行い得る

事実を確認1。 

 
弁護士法第 72 条   

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、

異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑

定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること

を業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、

この限りでない。 

 

②役務「登記又は供託に関する手続の代理」（司法書士法第７３条） 

(ｱ)司法書士であることの確認 

日本司法書士会連合会ＨＰ：司法書士検索 

（https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui/） 

(ｲ)司法書士法人であることの確認 

名称に「司法書士法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)弁護士又は弁護士法人であることの確認 

弁護士の確認については、①(ｱ)を確認。 

 
司法書士法第 73 条   

司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協会を除く。）は、第

三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律

に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

 

③役務「工業所有権に関する手続の代理」（弁理士法第７５条） 

(ｱ)弁理士であることの確認 

日本弁理士会ＨＰ：弁理士ナビ 

（http://www.benrishi-navi.com/） 

(ｲ)弁理士法人であることの確認 

名称に「弁理士法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)弁護士又は弁護士法人であることの確認 

 
1 提出書類の記載等により、例えば、法務大臣の認定を受けて簡裁訴訟代理等関係業務を行うこ

とができる司法書士及び当該司法書士が社員にいる司法書士法人であることが確認できた場合

には、商第３条第１項柱書を適用しない。 



                           ４１．１００．０４ 

-3- 
（令和４．４ 改訂） 

弁護士の確認については、①(ｱ)を確認。 

 
弁理士法第 75 条   

弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意

匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録

出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行

政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続につ

いての代理（特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての

代理その他の政令で定めるものを除く。）又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若し

くは政令で定める書類若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）の作成を業とすることができない。 

 

④役務「財務書類の監査又は証明」（公認会計士法第４７条の２） 

(ｱ)公認会計士であることの確認 

日本公認会計士協会ＨＰ：公認会計士等検索 

（https://www.jicpa.or.jp/cpa_search/） 

(ｲ)監査法人であることの確認 

名称に「監査法人」の文字を使用していると認められること。 

 
公認会計士法第 47 条の２   

公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応

じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。 

 

⑤役務「税務相談」及び「税務代理」（税理士法第５２条） 

(ｱ)税理士であることの確認 

日本税理士連合会ＨＰ：税理士情報検索サイト 

（https://www.zeirishikensaku.jp/） 

(ｲ)税理士法人であることの確認 

名称に「税理士法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)弁護士、弁護士法人又は公認会計士であることの確認 

弁護士の確認については、①(ｱ)を確認。 

 公認会計士の確認については、④(ｱ)を確認。 

 
税理士法第 52 条   

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理

士業務を行つてはならない。 

 

⑥役務「医業」（医師法第１７条等） 

(ｱ)医師であることの確認 

厚生労働省ＨＰ：医師等資格確認検索 

（https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/） 

(ｲ)医療法人であることの確認 

名称に「医療法人」の文字を使用していると認められること2。 

 
2 「医療法人」とは、「医療法人社団」や「財団医療法人」など、法人格を表す名称中に「医療
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(ｳ)地方公共団体であることの確認 

(ｴ)病院等の開設の許可3を受けていることの確認 

提出書類の記載等により、「病院」「診療所」等を開設している事実又は開

設の許可を受けている事実が認められること4。 

 
医師法第 17 条   

医師でなければ、医業をなしてはならない。 

 

⑦役務「歯科医業」（歯科医師法第１７条等） 

(ｱ)歯科医師であることの確認 

厚生労働省ＨＰ：医師等資格確認検索 

（https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/） 

(ｲ)医療法人であることの確認 

名称に「医療法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)地方公共団体であることの確認 

(ｴ)病院等の開設の許可を受けていることの確認 

提出書類の記載等により、「病院」「診療所」等を開設している事実又は開

設の許可を受けている事実が認められること。 

 
歯科医師法第 17 条  

歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 

 

⑧ 役務「調剤」（薬剤師法第１９条等） 

(ｱ)薬剤師、医師又は歯科医師であることの確認 

厚生労働省ＨＰ：薬剤師資格確認検索 

（https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/top.jsp） 

  医師又は歯科医師の確認については、⑥(ｱ)又は⑦(ｱ)を確認。 

(ｲ) 医療法人であることの確認 

名称に「医療法人」の文字を使用していると認められること。 

(ｳ)地方公共団体であることの確認 

(ｴ)病院等の開設の許可を受けていることの確認 

提出書類の記載等により、「病院」「診療所」等を開設している事実又は開

設の許可を受けている事実が認められること。 

(ｵ)薬局の開設の許可5を受けていることの確認 

提出書類の記載等により、薬局を開設している事実又は薬局の開設の許可を

受けている事実が認められること。 

 
 薬剤師法第 19 条   

 
法人」の文字を含むものを指す。以下、⑦⑧に同じ。 
3 医療法第７条第１項 
4 提出書類の記載等により、例えば、「公益法人」、「学校法人」、「株式会社」が病院等を開設し

ている事実が確認できた場合には、役務「医業」、「歯科医業」又は「調剤」のいずれについても

商第３条第１項柱書を適用しない。以下、⑦⑧に同じ。 
5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第４条第１項 
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薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは

歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師

が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。（略） 

 

 

２．同一出願人による「業務を行うために法令に定める国家資格等を有するこ

とが義務づけられている役務について当該資格等を有していること等の証明

書類」の提出の省略について 

 

同一出願人が先にした他の出願において、「業務を行うために法令に定める

国家資格等を有することが義務づけられている役務について当該資格等を有し

ていること等の証明書類」を提出している場合、その出願番号と書類名等を意

見書に記載することにより、当該指定役務に係る業務を行っていることを証明

するための書類の提出を省略することができる。 

この場合、審査官は、当該先の出願において提出された書類によって、出願

人が業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務づけられて

いる役務について当該資格等を有していることの確認を行う。 

また、後に出願する商標登録願において、出願当初からその旨を記載してき

たときも同様とする。なお、その旨の願書への記載は、例えば、以下のとおり

とする。 

 

（例）（商標登録願の記載例） 

以下のとおり、願書中に「【その他】」欄を設けて、「業務を行うために法

令に定める国家資格等を有することの証明書類」の文字及びそれが提出された

「出願番号」と「書類名及びその提出日」を記載する。 

【その他】業務を行うために法令に定める国家資格等を有することの証

明書類 

商願２０２０－○○○○○○ 

意見書（２０２０年○○月○○日提出） 
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出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務 
に係る商品又は役務を指定商品又は指定役務 

とする商標登録出願の取扱い 
 

 
 商標審査基準 第一 二、第３条第１項柱書 
１．「自己の業務」について 

｢自己の業務｣には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的

に認められる者の業務を含む。 

(例)  

① 出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務 

② ①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活

動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務 

③ 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加

盟店(フランチャイジー)の業務 

  
出願人以外の者の業務が、上記審査基準の「自己の業務」として認められる

か否かは、次の基準により判断する。 
 

（１）出願人との関係が、出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式

会社である場合には、その会社は出願人の支配下にあると実質的に認められる

者に該当する。 

この場合には、出願人は、すでに公になっている株主構成がわかるもの（例

えば、会社四季報の写し）等を提出する。 
 

（２）出願人との関係が、（１）の要件を満たさないが(ｱ)資本提携の関係があり、

かつ、(ｲ)その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合には、その会

社は出願人の支配下にあると実質的に認められる者に該当する。 
 
上記(ｱ)については、出願人がその会社の発行済株式の１０％以上５０％以下

を保有していることを確認する。 
上記(ｲ)については、例えば、出願人がその会社に役員を派遣し又はその会社

の経営を恒常的に指導していること等を証明する書類を提出する（会社案内、

カタログ、定款、パンフレット又は（別紙）「自己の業務に関する事情説明書」

等）。 
 
（３）出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加

盟店(フランチャイジー)は、出願人の支配下にあると実質的に認められる者に

該当する。 
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フランチャイズ契約に基づき加盟店であるフランチャイジーが行う業務をフ

ランチャイザーが指定役務として出願した場合には、当該加盟店の業務につい

て使用する商標を出願人の「自己の業務」ついて使用をする商標とみることが

できる。 
この場合には、出願人は、証拠としてフランチャイズにあることを証明でき

る書類（例えば、フランチャイズ加盟証）等の写しを提出する。 
 
（４）その他の事情により出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業

務と認められる場合も含まれるが、提出された書類の記載から個別具体的に判

断し、（１）～（３）と同等の支配関係が認められる場合に限られる。 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第１項柱書」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
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（別紙）自己の業務に関する事情説明書のひな形 
 

 
 

自己の業務に関する事情説明書 
 
 
１．商標の使用に関する証明書類等における商標の使用者は乙社であるが、出願

人甲社と乙社は、 
 
①甲社は、乙社に対する発行済株式保有率○○％の資本提携がある。 
②甲社は、人事・資金・技術・取引等の関係を通じて、乙社の財務・営業の方

針に対して重要な影響を与えている。 
 
・・・・・ 
  の事情にあり、乙社の事業活動が事実上甲社の影響下にあって、実質的には

親子会社と同等の関係にある。 
 
２．したがって、出願人甲社は、商標登録出願に係る商標を自己の業務に係る商

品又は役務に使用する商標として出願するものである。 
 
３．以上のとおり相違ありません。 

 
令和  年  月  日 

（甲社）住所 
    名称 
    本件に関する責任者名         
（乙社）住所 
    名称 
    本件に関する責任者名         
 
 
４．添付資料 ・・・・・・・・・・・・ 資本提携等の存在を示す書類  １ 
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４１．１０３．０１ 
 

外国の地名等に関する商標について 
 
１．国家名 
 国家名、国家名の略称、現存する国の旧国家名は、原則として商品の産地、

販売地（取引地）又は役務の提供の場所（取引地）を表すものとして拒絶す

る。 
 本国での使用文字、日本語その他の外国語で表したものも原則として対象

とする。 
 
２．地 名 

首都名、州名、県名、州都名、省名、省都名、郡名、県庁所在地（県都）、 
旧国名、旧地域名、地方名、市、特別区、繁華街、観光地については、直接

商品の産地、販売地（取引地）又は役務の提供場所（取引地）であることが辞

書その他の資料に記載されていなくても、産地、販売地（取引地）又は提供地

（取引地）に結びつき得る要因があれば、原則として産地、販売地（取引地）

又は提供地（取引地）を表すものとして拒絶する。 
 
３．普通名称 
 商品又は役務の普通名称を外国語（外国文字、日本文字を問わない。）で

表したものは、原則として、日本語に翻訳し、その外国語が国内で使用され

ているかどうかを問わず、商第３条第１項第１号に該当するものとする。 
 

４．品質（質）表示 
 商品の品質又は役務の質を外国語（外国文字、日本文字を問わない。）で

表したものは、原則として、日本語に翻訳し、その外国語が国内で使用され

ているかどうかを要件とすることなく、商第３条第１項第３号に該当するも

のか否かを検討する。 
 

５．人名等（商第４条第１項第８号関係） 
 外国の個人、法人等もすべて対象とすることはいうまでもないが、外国の

場合は不明な場合が多いから、審査にあたってはできるだけ資料を整備する

こと及び業界とのコンタクト等により情報を収集するように努め、また、情

報提供があれば、それも審査資料として判断する。 
 「一般財団法人」「株式会社」「ＣＯ．」「ＣＯ．，ＬＴＤ」等を除いた

部分が一見して特定人の名称として理解されるものは、商第４条第１項第８

号に該当するものとして拒絶する。 
 
（注） 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成１８年法律
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第４８号）によれば、「一般社団法人又は一般財団法人は、その種類

に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用

いなければならない。」となっているが、移行手続がなされていない

場合、経過措置として、法律の施行（平成２０年１２月１日施行）か

ら５年間の移行期間においては、通常の名称はこれまでどおり「社団

法人○○」「財団法人○○」の名称でかまわないとされていた。 
 
６．周知商標（商第４条第１項第１０号関係） 
 商標登録出願について、外国の商標を引用して商第４条第１項第１０号を

適用するときは、その外国の商標が前記の商標登録出願前に我が国内の需要

者に知られていなければならない（商第４条第３項）。 
 したがって、その周知性を認定する場合には、当該商品について上記の事

実を立証する資料を必要とするが、例えば外国で周知なこと、数か国に商品

が輸出されていること又は数か国で役務の提供が行われていること等を証す

る資料の提出があったときは、その資料も周知性を認定する場合の心証を形

成する資料として勘案し、必ずしも国内で多くの資料がなくても周知性を認

める方向で処理する（最終消費者まで知られていなくてもよい）。 
 周知性の認定にあたっては、商品又は役務との関係、取引の実情等を十分

考慮する。例えば、専門的分野に属する商品又は役務については、必ずしも

多くの資料の提出がなくても周知性を認める方向で処理する。※（注） 
 

７．著名商標（商第４条第１項第１５号関係） 
 著名商標を引用して、商標登録出願を商第４条第１項第１５号に該当する

ものとして拒絶することができる商標には、外国において著名な商標である

ことが、前記の商標登録出願前（商第４条第３項）に、我が国内の需要者に

よって認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、当該

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるものを含むもの

とする。 
 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認

定にあたっては、商標及び商品又は役務との関係、取引の実情等を十分考慮

する。※（注） 
 
（注） 周知商標又は著名商標に関連し、商第４条第１項第１９号の適用に

ついては４２．１１９．０３を参照されたい。 
 

８．国家名、地名を含む商標 
 国家名、地名を含む商標の場合は、以下のように取り扱うものとする。 
 

（１）商品の特産地はいうまでもなく、商品の産地、販売地（取引地） 
を表すものと認められる外国の国家名、地名を含む商標については、
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その商標が当該国又は当該地以外の国又は地で生産された商品に使用

されるときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるも

のとして拒絶の理由（商第４条第１項第１６号）を通知する。 
 
（２）国家名、地名等を含む商標であって、それが指定役務との関係上

役務の内容の特質又は役務の提供場所（取引地）を表すものと認識さ

れるものについては、その商標が当該国家名又は地名等によって表さ

れる特質を持った内容の役務及び当該国又は地で提供される役務以

外の役務について使用されるときは、役務の質の誤認を生じさせるお

それのあるものとして拒絶の理由（商第４条第１項第１６号）を通知

する。 
 
（３）上記（１）（２）の場合において、商品又は役務を補正させる場

合、例えば、「シャンゼリーゼ」又は「フランス」などの文字を含む

ときは、商品については「フランス産（製）の○○」のように、又、

飲食物の提供に係る役務については「フランス料理の提供」のように

補正させる。 
なお、その場合に出願人が個人であるなど対応が困難と認められ

る場合には、該拒絶理由の通知書に、例えば『ただし、本願の指定

商品を「○○産の××」に補正したときはこの限りでない。』旨を

付言するものとする。 
 
（４）また、国家名、地名が、単に付記的に用いられている場合（外観

上明らかに独立して商品の産地、販売地（取引地）又は役務の提供の

場所（取引地）と認められるものであって、これを削除しても後願に

影響を与えない場合に限る。）には、補正により商標中からその文字

部分を削除することも出来るものとし、該拒絶理由の通知書に『ただ

し、本願商標中より「○○」の文字を削除したときはこの限りでない。』

旨を付言する。 
 

９．国旗、紋章等 
 国旗、紋章等の類否判断にあたっては、国際信義上の観点から、類似の範

囲を広く判断する方向で処理する。 
 

10．王家の有名な紋章、各国のシンボルマーク等 
 王家の有名な紋章、各国のシンボルマークは、国際信義に反するものとし

て、商第４条第１項第７号により拒絶する。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/05_3-1-1.pdf
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○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提 

供の場所、質等の表示）」の審査基準 

○「第４条第１項第１号（国旗、菊花紋章等）」の審査基準 

○「第４条第１項第２号、第３号及び第５号（国の紋章、記章等）」の審査 

基準 

○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 

○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 

○「第４条第１項第１０号（他人の周知商標）」の審査基準 

○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準 

○「第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/12_4-1-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/13_4-1-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/13_4-1-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
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４１．１０３．０２ 
 

建造物の名称等からなる商標登録出願の取扱い 
 
《商第３条関係》                                                         

                                                                                  
 １．既存の公共建造物（国又は地方公共団体・独立行政法人等の公法人が所

有又は管理する橋梁・塔・立像・空港・野球場等の建造物）の名称又は図

形（これらの結合を含む。）を表示する標章のみからなる商標は、これが

観光地（その所在地又は周辺地域を含む。）として一般の需要者、取引者

に認識されているものであって、指定商品が当該地で生産され、販売され

る又は、指定役務が提供されているであろうと認識される場合は、これを

当該商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所を表示するものと

して商第３条第１項第３号に該当するものと判断する。 

 

 
（説明） 
本項は、従来、商品の産地・販売地又は役務の提供の場所を表示する標章とし

て必ずしも一定の取扱いがなされていなかった公共建造物の名称又はその図形

を表示する標章よりなる出願の取扱いについて規定する。 
 即ち、公共建造物が観光地を表すものとして一般の需要者、取引者に認識され

るに至っている場合には、当該地で土産品を生産し、販売する又は役務の提供の

場所とする業者及び店舗が多く存在しているのが実情である。 
 そして、これらの業者は、前記建造物の名称又はその図形を前記商品の生産地

若しくは販売地又は役務の提供の場所を表示するものとして、実際に使用して

いるか、あるいは使用していなくてもこれを自由に使用する必要性がある。 
 したがって、標記のとおり取り扱うべきものとする。 
 
（注）本取扱いでいう「建造物」とは、人為的な労作を加えることによって、通

常、土地に固定して設備された物（工作物）をいう。 
したがって、建物、建築物等の概念よりは広く、屋根のない橋梁、立像等を含

む。 
                                                                                  

２．未完成の公共建造物（国又は地方公共団体・独立行政法人等の公法人が

所有又は管理する建造物）の名称又は図形（これらの結合を含む。）を表示

する標章のみからなる商標は、当該建造物の完成後には当該建造物の所在

地又は周辺地域が観光地として一般の需要者、取引者に認識される可能性

がある場合であって、指定商品が当該地で生産され、販売される又は指定

役務が提供されるものであろうと認識される場合は、これを当該商品の産

地若しくは販売地又は役務の提供の場所を表示するものとして商第３条第

１項第３号に該当するものと判断する。 
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（説明） 

本項が未完成の公共建造物の名称又は図形を表示する標章もその対象とした

のは、これらが出願時点においては観光地でなくとも、その後、これらが観光地

を表示するものに至る場合があることによる。 
したがって、前記建造物の名称又は図形よりなる出願についても、当該建造物

の建造計画の一般公表後は、これが観光地として知られたものとして前掲１．と

同様に扱うものとする。1 
 
 ３．私人が所有する建造物の名称又は図形（これらの結合を含む。）を表示

する標章のみからなる商標については、これが観光地（その所在地又は

周辺地域を含む。）として一般の需要者、取引者に認識されているもので

あって、指定商品が当該地で生産され、販売される又は、指定役務が提供

されているであろうと認識される場合は、これを当該商品の産地若しく

は販売地又は役務の提供の場所を表示するものとして商第３条第１項第

３号に該当するものと判断する。 

 

 
（説明） 
１．及び２．において、対象とする建造物を「国又は地方公共団体・独立行政

法人等の公法人が所有又は管理する建造物」とする理由は、当該建造物の名称又

は図形よりなる表示は、商品流通過程に置く場合に必要な表示として何人もそ

の使用を必要とする性格を有しているとの判断によるものである。 
 通常、私人が所有する建造物は、その表示の使用も私人の専権に属し、一般人

の自由使用に開放されているものではないことから、その取扱いに差異を設け

たものである。しかし、私人が所有する建造物であっても、多くの観光ガイドブ

ックやツアーパンフレット等に、専ら観光地を表すものとして掲載されている

等の事情により、需要者に商品の生産地若しくは販売地又は役務の提供の場所

を表示するものとして認識されている場合は、公共建造物と同様の取扱いとす

ることに留意する。なお、この場合、所有者が出願人である場合にも、本号が適

用されることは言うまでもない。 
 
 
 ４．既存の公共建造物、未完成の公共建造物、観光地として一般の需要者、

取引者に認識されている私人が所有する建造物の名称又は図形（これら

の結合を含む。）を表示する商標が、指定商品の仕向け地・一時保管地若

しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地（港・空港等）等を表す建造物

として認識される場合は、商第３条第１項第６号に該当するものと判断

する。 

 

                                            
1 なお、外国の事情調査として、ドイツ特許庁からの返書には、「未完成若しくは建造計画中

の建造物の名称又は図絵について、当該建造物が確かな周知度（ certain  degree  of  

publicity ）に到達していることを条件としてドイツ商標法第４条第２項（自他商品を識別す

ることができないもの）としての取扱いがなされる 。」旨が述べられている。 
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（説明） 

前掲１．から３．の項目は、商第３条第１項第３号に該当する事例の取扱い

であるが、本項では、建造物（港・空港等）が指定商品の仕向け地・一時保管

地又は指定役務の提供に際する立ち寄り地等を表す建造物として認識される

場合の取扱いを、審査基準に即して明示したものである。 
対象とする建造物については、「国又は地方公共団体・独立行政法人等の公法人

が所有又は管理する建造物」とする。しかし、私人が所有する建造物であっても、

多くの事業者が、その取り扱う商品の仕向地・一時保管地又は指定役務の提供に

際する立ち寄り地等として利用している等の事情により、需要者に指定商品の仕

向地・一時保管地又は指定役務の提供に際する立ち寄り地等を表したものと認識

されている場合は、公共建造物と同様の取扱いとすることに留意する。 
 
 

《商第４条関係》                                                         

 ５．公共建造物と認められない著名な私有建造物の名称または図形を表示  

  する標章、又はこれを含む標章が当該建造物の所有者以外の者によって  

 
 出願され、これが、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそ

れがある場合には、商第４条第１項第１５号に該当するものと判断する。 
 

 
（説明） 
 著名な私有建造物（例えば、東京ドーム）の名称又は図形を表示する標章で

あり、前掲３．及び４．の項目に該当しないものについては、当該建造物の所

有者（上記例では、株式会社東京ドーム）本人の出願については、商品又は役

務の出所の混同の問題は生じない。しかし、当該建造物の所有者でない出願人

によりなされた場合に、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ

がある場合が想定されるので、その場合には商第４条第１項第１５号の適用が

ある旨を付記したものである。2 
 
 ６．前掲１．から４．に該当する標章を含む商標については、これが当該地  

 
又は当該地域以外の地で生産、販売される商品又は役務の提供の場所に使用

されることにより、品質又は質の誤認を生じさせるおそれのある場合には、

商第４条第１項第１６号に該当するものと判断する。 

 
 

 
（説明） 

                                            
2 なお、英国における実務上の取扱いについての問い合わせに対し、その返書において「当該

建造物の所有者（owner）以外の者による出願については、建造物の所有者の同意書が提出され

ないか、同意があっても商品の種類によって、商品の出所について混同する可能性があると判

断される場合には、登録されない。｣旨が述べられている。 
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 本項は、出願商標が前掲１．から４．に該当する観光地として一般に認識さ

れるに至っている標章を含むことによって、著しく商品の品質又は役務の質の

誤認を生じさせるおそれのあることが明らかな場合には、商第４条第１項第１

６号を適用するものとする。 
 ただし、前掲１．及び２．に該当する公共建造物の名称又は図形を含む標章

は、当該表示が商品の産地、販売地又は役務の提供場所の表示としての認識を

得られやすい国名、行政区画名、集落地名等と本来的に異なった性格を持つ表

示であることから、これらの標章について本項を形式的に適用しないものとす

る。 
 
【注】 
 個別具体的な出願について検討した場合、本処理方針に準ずることが必ずし

も適当とは認められないときはこの限りでない。 
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別紙 

 
公共建造物に関連する審判決例 

 
１．商標「瀬戸大橋」 
（昭和６２年（ヨ）第２９号使用差止等仮処分申請事件） 

 
＜判決（要旨）＞ 

瀬戸大橋が瀬戸内海の観光名所の一つとして広く世間に知られるようになっ

た現在、瀬戸大橋を指し、あるいは想起させる商標を使用した場合、一般の需要

者、取引者が、該商品が瀬戸大橋周辺地で生産又は販売されているものであろう

と認識することは明らかであって、瀬戸大橋は産地、販売地に準ずるものという

べきであるし、また、かかる公共建造物の名称を一個人に独占使用させることも

適当でない。 
 
２．商標「成田空港・ＮＡＲＩＴＡ ＡＩＲＰＯＲＴ」／指定商品 第３０類「菓

子、パン」 
（昭和４６年審判第５２４２号） 

 
＜審決（要旨）＞ 
成田空港の文字は、新東京国際空港の別称であり、同空港のターミナルビル等

には菓子等の土産品を販売する店舗も多く存在することは明らかである。本願

商標は商品の販売場所を表示し、自他商品の識別標識としては認識し得ない。ま

た、このような場所は同空港に関係ある者が商品の販売場所を表示するため、自

由に使用すべきものであるから、これを登録して一個人の独占に委ねるべきも

のではない。本願商標は商第３条第１項第３号の規定に該当し、登録することが

できない。 
（注．審決当時、成田空港は新東京国際空港公団が設置・管理していた。） 
   
３．商標「平和台饅頭」／指定商品 旧第４３類「饅頭」 

（昭和３５年（行ナ）第１４６号） 
 
＜判決（要旨）＞ 
平和台の文字は福岡市営の競技場の名称から採択したものであり、また、プロ

野球の球場として国内にあまねく知られている。従って、同所ないしはこれが存

在する福岡市で生産、販売される商品につき、その容器、包装等に「平和台」の

名を冠することは産地、販売地を表示するものとして普通に行われるものと認

められる。本願商標の指定商品である饅頭が福岡市内において、また前記競技場

において、その都度開設される売店において販売される性質の商品であり、また

本願商標の態様は普通に用いられる程度の方法で表示せられたものにすぎない。
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従って、本願商標は特別顕著の要件を欠くものと認めざるを得ない。 
 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○ 「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提

供の場所、質等の表示）」の審査基準 

○ 「第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの）」の審査

基準 

○ 「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準 
○ 「第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
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４１．１０３．０３  

→４１．１０６．５２ 

国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い 

 

国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱いについては、商第３条第

１項第３号及び第６号の規定に係る商標審査基準を一部改訂し、平成２４年１

１月１日、商標審査基準〔改訂第１０版〕一部改訂として公表した。その後、

商標審査基準の全面的な見直しが行われ、平成２８年４月１日適用の商標審査

基準〔改訂第１２版〕から、以下の商標審査基準が適用されている。 

 

１．商第３条第１項第３号 

関連条文 抜粋 

第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標につい

ては、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 

三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の

形状を含む。第二六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若し

くは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役

務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法

若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で

表示する標章のみからなる商標 

 

商標審査基準 第１ 五、２． 

２．商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について  

(1)  商標が、国内外の地理的名称（国家、旧国家、首都、地方、行政区

画（都道府県、市町村、特別区等）、州、州都、郡、省、省都、旧国、

旧地域、繁華街、観光地（その所在地又は周辺地域を含む。）、湖沼、

山岳、河川公園等を表す名称又はそれらを表す地図）からなる場合、取

引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品

が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと

一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の

「提供の場所」に該当すると判断する。  

(2)  商標が、国家名（国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。）、

その他著名な国内外の地理的名称からなる場合は、商品の「産地」若しく

は「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。 

 

（説明） 

 本基準五 ２．(1)は、国内外の地理的名称からなる商標が商第３条第１項第

３号の規定にいう「商品の産地・販売地、役務の提供の場所」に該当するかど



４１．１０３．０３ 

- 2 - 

（令和２．４ 改訂） 

うかの審査にあたって、その取扱いを明記したものである。 

すなわち、当該基準では、商第３条第１項第３号にいう「商品の産地・販売

地、役務の提供の場所」には、①地理的名称の表示する土地において現実に指

定商品が生産若しくは販売又は指定役務が提供されている場合はもちろん、②

需要者又は取引者によって、指定商品が生産若しくは販売又は指定役務が提供

されているであろうと一般に認識されると判断される場合にも同号に該当する

ことを明確にした。 

 

上記①については自明である。②については、需要者又は取引者における一

般認識をもって足りるとしている。本取扱いは、商品の産地・販売地、役務の

提供の場所は、通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要

な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲す

るものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合すで

に一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、

これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない（工業

所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 20 版〕1400 頁）という趣旨を踏まえ

たものである。 

 

また、当該基準は、ジョージア事件（昭和６０年（行ツ）６８号 昭和６１

年１月２３日最高裁判決）において、商標登録出願に係る商標が商第３条第１

項第３号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標

章のみからなる商標」に該当するというためには、「必ずしも当該指定商品が

当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要

せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地に

おいて生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて

足りる」とする判示内容をも踏まえたものでもある。 

 

これまでも審査実務上は、上記の考え方を踏まえて、商第３条第１項第３号

にいう「商品の産地・販売地、役務の提供の場所」についての判断を行ってき

たところであるが、平成２４年１１月の商標審査基準一部改訂によって、これ

までの実務を商標審査基準上明確にし、現行法制の枠内において国内外の地理

的名称についての保護徹底を図った。 

 

上記②における「一般に認識されると判断される場合」については、直接「商

品の産地・販売地、役務の提供の場所」であることが辞書その他の資料に記載

されていなくても、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産

され若しくは販売されるような要因又は指定役務が提供されるような要因が認

められれば、ここでいう「一般に認識されると判断される場合」に該当するも

のとして取り扱う。 
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（例１） 商標「屋久島」 指定商品 第２９類「食用魚介類」 

「屋久島」を表示した商標が指定商品「食用魚介類」について出願された

場合、当該商標は、観光地等（その所在地又は周辺地域を含む。）の地名を

表すものとして一般に認識されており、商品との関係において、商品の産地・

販売地を表したものと認識されるため、商第３条第１項第３号を適用する。 

 

（例２）商標「レマン湖」を表す図形及び文字  指定商品 第３０類「チョコ

レート」 

「レマン湖」を表示した図形及び文字からなる商標が指定商品「チョコレー

ト」について出願された場合、当該商標は、観光地等（その所在地又は周辺

地域を含む。）を表すものとして一般に認識されており、商品との関係にお

いて、商品の産地・販売地を表したものと認識されるため、商第３条第１項

第３号を適用する。 

 

（例３）商標「アルベロベッロ」  指定役務 第４３類「宿泊施設の提供」 

「アルベロベッロ」を表示した商標が指定役務「宿泊施設の提供」について

出願された場合、当該商標は、観光地等（その所在地又は周辺地域を含む。）

の地名を表すものとして一般に認識されており、役務との関係において、役務

の提供場所を表したものと認識されるため、商第３条第１項第３号を適用する。 

 

２．商第３条第１項第６号 

関連条文 抜粋 

第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標につい

ては、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 

六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役

務であることを認識することができない商標 

 

商標審査基準 第１ 八、５． 

５．国内外の地理的名称を表示する商標について  

商標が、事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保

管地若しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地（港・空港等）等を表す

国内外の地理的名称として認識される場合は、本号に該当すると判断す

る。 

 

（説明） 

本基準は、国内外の地理的名称を表示する商標が、事業者の設立地等若しく

は指定役務の提供に際する立ち寄り地等を表す国内外の地理的名称として認識

される場合は、商第３条第１項第第６号に該当する旨を規定したものである。 

同号の規定や同号に関する判決の趣旨（別紙参照）を踏まえると、商標の構

成自体から自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし
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得ないと推定されるもの等は、商第３条第１項第３号に該当しないとしても、

同第６号に該当する。 

 

以上を踏まえて検討すると、商標を構成する国内外の地理的名称が「商品の

産地・販売地、役務の提供場所」（認識される場合も含む。）を表示するもの

である場合は、商第３条第１項第３号に該当するが、以下の例のような場合は、

「商品の産地・販売地、役務の提供場所」（認識される場合も含む。）を表示

するものと認められないことから、同号の規定を適用することは困難である。 

 

（例４） 商標「スワンナプーム 1」 指定役務 第３６類「演劇の上演」 

「スワンナプーム」を表示した商標が指定役務「演劇の上演」について出

願された場合、当該商標が、役務の提供の場所を表すものとして一般に認識

されているとは言い難いため、商第３条第１項第３号を適用することは困難

である。 

しかしながら、「スワンナプーム」は、役務の提供に際する立ち寄り地（空

港）を表す海外の地理的名称として認識され得ることからすると、当該「ス

ワンナプーム」は、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえ

ない。 

 

（例５） 商標「ジュネーブ」 指定商品 第８類「日本刀」 

「ジュネーブ」を表示した商標が指定商品「日本刀」について出願された

場合、当該商標が、商品の生産地・販売地を表すものとして一般に認識され

ているとは言い難いため、商第３条第１項第３号を適用することは困難であ

る。 

しかしながら、「ジュネーブ」は、商品の仕向け地を表す海外の地理的名

称として認識され得ることからすると、当該「ジュネーブ」は、自他商品の

識別標識としての機能を果たすものとはいえない。 

 

 上記例４及び例５の立ち寄り地や仕向け地は、商第３条第１項第３号には該

当しないものであるが、広告や取引書類等において、多くの場合すでに一般的

に使用されあるいは将来必ず一般的に使用されるものである。 

 

 そこで、平成２４年１１月の商標審査基準一部改正によって、国内外の地理

的名称からなる商標が、商第３条第１項第３号に該当しない場合であっても、

当該商標が事業者の設立地・事業所の所在地や仕向け地等を表示するものであ

る場合（認識される場合も含む。）は、自他商品又は自他役務の識別標識とし

                              
1 タイの国際空港。2006 年 9 月に、手狭となったドン・ムアン国際空港にかわる新空港とし

て開港。スワンナプームとは「黄金の土地」の意で、プミポン国王の命名による。（小学館 

日本大百科全書(ニッポニカ)） 

https://kotobank.jp/word/%E9%96%8B%E6%B8%AF-457197
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ての機能を果たし得ないものとして、同第６号に該当することを明確化するた

めに本基準を新設することとした。 

 

 審査実務においては、国内外の地理的名称からなる商標が出願された場合に

は、指定商品又は指定役務との関係から、まず商第３条第１項第３号の該当性

を検討し、その後、同号に該当しない指定商品又は指定役務について、同第６

号の該当性について検討することとなる。 

 

 したがって、２以上の指定商品又は指定役務が指定されている場合において、

一の指定商品又は指定役務については商第３条第１項第３号を適用し、他の指

定商品又は指定役務については同第６号を適用することがあることに留意する。 

 

商標審査基準 第１ 八、１２． 

１２．上記１．から１１．に掲げる商標においても、使用をされた結果需要

者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる

に至っているものについては、本号に該当しないと判断する。 

 

（説明） 

 商第３条第１項第６号の商標審査基準１．から１１．に該当する商標であっ

ても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識することができるに至っている商標については、同号に該当しないこと

となる。商第３条第２項では「前項第三号から第五号までに該当する商標」の

みが対象となっているが、本基準は、平成２４年１１月の商標審査基準一部改

正によって、商第３条第１項第６号の適用についての考え方を確認的に規定し

たものである。 

 

 本基準において「上記１．から１１．に掲げる商標においても」と記載して

いるが、これは、商第３条第１項第６号の審査にあたっては、同号の商標審査

基準１．から１１．に該当する商標はもとより、これら以外の理由で同号に該

当する可能性が問われている商標であっても、使用により識別力を獲得してい

ると判断されるものについては同号に該当しないものとすることを明確にした

ものである。 
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別紙 

 

商第３条第１項第６号に関する判決 

 

「ＵＶｍｉｎｉ」事件 

（平成１８年３月９日 知財高裁 平成１７年（行ケ）第１０６５１号 

 

＜判決（要旨）＞ 

同項６号にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認

識することができない商標」としては，構成自体が商標としての体をなしてい

ないなど，そもそも自他商品識別力を持ち得ないもののほか，同項第１号から

第５号までには該当しないが，一応，その構成自体から自他商品識別力を欠き，

商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの，及び，その構成自体から

自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないものと推定はされな

いが，取引の実情を考慮すると，自他商品識別力を欠き，商標としての機能を

果たし得ないものがあるということができる。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提 
供の場所、質等の表示）」の審査基準 

○「第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの）」の審査 
基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
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４２．１０１．０１ 
 

外国の国旗の取扱い 
 
１．商標構成中に外国の国旗を想起させる図形を顕著に有する場合は、商第４条

第１項第１号の規定を適用する。 
例えば、以下に掲げる構成の商標は、英国国旗を想起させる図形を顕著に有

してなるから、外国（英国）の国旗に類似するものとして取り扱うものとする。 
 

  （例１）              （例２） 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなる商標で、外国の国旗

を構成する色彩及びその比率等が外国の国旗と同一又は類似と認められ、全体

として外国の国旗が想起される場合は、商第４条第１項第１号の規定を適用す

る。 
例えば、二色の色彩を組み合わせてなる商標は、以下のような二色構成からな

る外国の国旗との色彩及び比率等が類似するか否か、当該国旗を想起するか否か

を総合的に判断する。 
 
 
 
 
 



https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/12_4-1-1.pdf
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４２．１０３．０１ 

 
商標法第４条第１項第３号及び同第５号の解釈について 

 

 商標法第４条第１項第３号においては「国際連合その他の国際機関」、また

同法第４条第１項第５号においては「日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易

機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府等」自身が出願人である場合

においても上記条項を適用する。 

 

（説 明） 

１．パリ条約との関係 

商標法第４条第１項第１号～第６号は、公益的不登録事由として列挙され 

 る規定であるが、商標法第４条第１項第３号及び同第５号はパリ条約第６条

 の３(１)(ａ)及び(ｂ)の規定を受けて設けられたものであり、当該条約上の

 目的とするところは、「同盟国の国の紋章、旗章その他の記章……等及び同

 盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章……等につい

 ては、工業所有権の対象としての保護というよりは、特定の状況の下では、

 そのような対象となることから排除することにより、国家、機関等の主権の

 象徴の使用を管理する当該同盟国、国際機関等の権利と尊厳を保護すること

 にある。」と考えられる。 

 

２．商標法第４条第１項第６号と同法第４条第２項との関係 

現行の商標法の規定をみると、同法第４条第２項において、商標の公益的 

 不登録事由（同法第４条第１項第１号～第６号）のうち、第６号のみに関し、

 本人が出願をするときは同号の規定を適用しないこととしているのは、公益

 団体等の権威を保護するとともに、これらの団体により行なわれる事業を含

 めた公益事業の著名標章を出所表示として保護するという、二重の目的を有

 しているからである。 

即ち、当該団体等が自ら商品又は役務に商標を使用することも多分にあり 

 得るし、また当該標章が他人によって商品又は役務に使用された場合に需要

 者、取引者が商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため、

 一般の公衆を保護する必要上設けられたものと解される。 

 

３．商標法第２４条の２（商標権の移転）、同法第３０条（専用使用権）との

関係 

商標権の移転及び専用使用権の設定について規定した商標法第２４条の

２、同法第３０条において、同法第４条第２項の規定に係る商標権に公益維

持の見地から一定の制限を課し、譲渡及び専用使用権の設定は同規定の立法

趣旨に反するものとして禁止している。 
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しかし、同法第４条第１項第１号～第５号に係る自己の記章、標章等につ

いて商標登録を認めた場合、当然同法第２４条の２、同法第３０条において

は商標権の譲渡及び専用使用権の設定の制限は課されないため自由な権利

の移転及び専用使用権の設定が認められることになり、商標法第４条第１項

第１号～第５号及びパリ条約第６条の３の規定の立法趣旨に反するばかり

でなく、当該商標の付された商品又は役務の出所について公衆を誤認させる

おそれも生ずる。 

以上の諸点を総合して考えると、国家、国際機関等が経済産業大臣の指定

する自己の記号、標章等を出願してきたときは、当該記号、標章等は産業財

産権の対象として保護すべきものとは認められないと解するのが相当であ

る。 

したがって、上述のとおり取り扱うこととする。 
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４２．１０４．０１ 

商標法第４条第１項第４号に規定する赤十字等の標章について 

 
  商第４条第１項第４号に規定する「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に

関する法律第１条の標章」は、「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する

法律施行上留意事項の件の一部改正について」（平成１６年９月１３日付け社

援発第０９１３０２７号厚生労働省社会・援護局長通知）において明示されて

いる（別紙参照）。 
 なお、同号の改正は、平成１６年９月１７日付けで施行され、経過措置は設

けられていない。 
 
（参考） 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 
 
 （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第４号（赤十字等の標章又は名称）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/14_4-1-4.pdf


４２．１０４．０１ 

  

別 紙 
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別 添                 新  旧  対  照  表 
◎ 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律施行上留意事項の件（昭和 23 年２月 27 日社乙第 10 号厚生省社会局長通知） 

                                                 （傍線部分は改正部分） 
改 正 後 現  行 

一 類似する記章 

 同法第一条に 規定する 類似する記章とは 

 １ 赤色 系統の＋文字は正しい＋たると傾いた＋印又は図案化

せられたるとを問わず一切類似とみなされる。 

 ２ 他の図案の一部に用いられる場合においても赤色系統の＋

文字は正しい＋文字たるを問わず一切類似とみなされる。 

 ３ 地となる色については、完全な白地でなくとも、白色系統で

あれば類似とみなされる。 

 ４ 赤色系統の新月又はライオン及び太陽の標章についても、上

記１から３までと同様である。 

 

なお、同法第一条に規定する赤十字、赤新月及び赤のライオン及

び太陽の標章は以下のとおりである。 

     

  赤十字        赤新月     赤のライオン及び太陽 

 

二 類似する名称 

 同法第一条に 規定する 類似する名称とは 

 赤十字看護婦会、あか十字文株式会社、ジュネーブ十字商会、ジ

ュネーバー十字出版会社等その名称等に赤十字、ジュネーブ十字な

る文字又はこれと紛らわしい文字を使った名称はすべて類似とみ

なされる。 

一 類似する記章 

 同法第一条に類似する記章とは 

 １ 赤字 系統の＋文字は正しい＋たると傾いた＋印又は図案化

せられたるとを問わず一切類似とみなされる。 

 ２ 他の図案の一部に用いられる場合においても赤色系統の＋

文字は正しい＋文字たるを問わず一切類似とみなされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 類似する名称 

 同法第一条に類似する名称とは 

 赤十字看護婦会、あか十字文株式会社、ジュネーブ十字商会、ジ

ュネーバー十字出版会社等その名称等に赤十字又はジュネーブ十

字なる文字又はこれと紛らわしい文字を使つた名称は総て類似と

みなされる。 
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 また、その名称等に赤新月若しくは赤のライオン及び太陽なる文

字又はこれと紛らわしい文字を使った名称についても類似とみな

される。 

 

三 みだりに 

 同法第一条に 規定する みだりにとは法的な根拠なくほしいまま

という意味で左記以外の場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 日本赤十字社 

  ２ 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律（昭和

二十二年法律第百五十九号）第三条により日本赤十字社の許

可を受けたる場合 

  ３ 外国赤十字 （赤新月）社 及び赤十字国際機関 の人員、資

材等（国際的儀礼として） 

  ４ 武力攻撃事態における 外国の 医療関係者 及び救護機関、

衛生材料等 

  ５ 赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令（昭

和三十九年防衛庁訓令第三十二号）に従い自衛隊等が使用す

る場合 

６ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律（平成１６年法律第５８号）第１５７条の規定に基づ

き使用する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 みだりに 

 同法第一条にみだりにとは法的な根拠なくほしいままという意

味で左記以外の場合をいう。 

 イ 同法第一条第一項の場合 

  １ 明治四十五年条約第十号「ジュネーブア」条約の原則を海

戦に応用する条約第五条に依る病院船 

  ２ 昭和十年条約第一号戦地軍隊における傷者及び病者の状

態改善に関する千九百二十九年七月二十七日のジュネーブ

条約第二十四条第一項に規定され且つ同条約によつて保護

を規定された衛生上の部隊、営造物、人員並びに資材 

  ３ 日本赤十字社 

  ４ 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第三

条により日本赤十字社の許可を受けたる場合 

   

５ 外国赤十字社の人員、資材等（国際的儀礼として） 

 

  ６ 交戦中の 外国の 傷病兵 及び救護機関、衛生材料等 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 同法第一条第二項の場合 

  １ 明治四十五年条約第十号ジュネーブ条約の原則を海戦に

応用する条約第三条による病院船 

  ２ 外国の軍用又は私人の病院船 
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四 類似する標識 

 同法第一条第二項に所謂定める標識とは船舶の外部を白色に塗

り幅一メートル半の緑色（軍用病院船）又は赤色（私人の病院船）

の横筋を施すことであるから同法第一条第二項に類似の標識とは

これに紛らわしい白又は黄等白つぽい船体に赤又は緑系統の横系

統の横筋を塗色することをいうのである。 
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国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれの 

ある商標（「××士」「××博士」等）の取扱い 
 

「××士」「××博士」等からなる商標が、 

  ａ．国家、地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認

   定する資格（以下「国家資格等」という。）を表す場合、又は 

  ｂ．一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれ

   のある場合 

には、原則として、商第４条第１項第７号に該当するものとして拒絶すること

とする。 

 ただし、一般世人において、国家資格等とは無関係のものであると理解され

る商標である場合、又は、当該出願が国家資格等の認定機関（関係法令等に規

定されている機関、監督官庁が認める実質的な認定機関等をいう。）が出願人

であった場合には、上記法条に該当しないものとする。 

 

［説明］ 

 「××士」「××博士」等からなる商標については、その構成文字によって、

一般的に、国家資格等を表すもの又は国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ず

るおそれのあるものがあるが、そのような商標を登録し商品又は役務について

使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公

の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標として商第４条第１項第７号

に該当するものとして拒絶することとするものである。 

 上記趣旨からして、一般世人において、当該商標が現存する国家資格等と誤

認を生ずるおそれのない場合、又は、現存する国家資格等を表す商標であって

も当該国家資格等の認定機関等（関係法令等に規定されている機関その他監督

官庁が認める実質的な機関等）の出願である場合には、商第４条第１項第７号

に該当しないものである。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
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 ＜商第４条第１項第７号に該当するものと判断された例＞ 
 

 商   標 関係国家資格等 判 決 日 事 件 番 号  

  特許管理士  弁理士 平11.11.30判決 平10 (行ｹ) 289  

  特許理工学博士  工学博士、 昭56. 8.25判決 昭55 (行ｹ) 95  

   理工学博士等 (上告審) 棄却   

   昭57.4.13 判決 昭56 (行ﾂ) 192  

  特許工学博士  昭56.8.25 判決 昭55 (行ｹ) 99  

  特許哲学博士  昭56.8.25 判決 昭55 (行ｹ) 119  

  特許政経学博士  昭56.8.31判決 昭55 (行ｹ) 180  

  特許建築学博士等  昭56.8.31判決 昭55 (行ｹ) 96  

   (上告審) 棄却   

   昭57.4.13 判決 昭56 (行ﾂ) 193  

  特許修士  修士 昭56.8.25 判決 昭55 (行ｹ) 101  

  管理食養士  管理栄養士 平15.10.29 判決 平15 (行ｹ) 248  

  食養士  栄養士 平15.10.29 判決 平15 (行ｹ) 250  

 

 ＜該当しないものと認められた例＞ 
お風呂の美容士、義士、梅博士、おむつ博士、手打うどん博士  
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４２．１０７．０３ 

 
暴力団に係る標章(代紋等)の取扱い 

 
 指定暴力団が自己を示すために用いている標章（代紋等）と同一又は類似の商

標からなる商標登録出願については、以下のとおり取り扱うものとする。 
  
 指定暴力団が自己を示すために用いている標章（代紋等）と同一又は類似 
の商標に係る商標登録出願については、商第４条第１項第７号の規定を適用 
するものとする。 
  

〔説明〕 
１．理由 
 平成４年３月１日から施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）｣（以下「暴対法」という。）の趣旨は、

暴力団を反社会的集団として法的に位置付けたことにあり、その上で、特にあ

る特定の暴力団について、暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等

を行うことを助長するおそれが大きいことを理由として指定することにより、

暴力的不法行為等の禁止のための強力な法の網をかぶせることを目的として

いる。 
 そして、暴対法第３条に基づく指定を受けた暴力団（本取扱いにおいて「指

定暴力団」という。）については、極めて悪質な反社会的集団であることが法

律上認められたもので、そのため指定暴力団が自己を示すために用いる代紋等

（本取扱いにおいて「標章（代紋等）」という。）の指定暴力団員による使用が

制限されることとなる。これは、当該団体が自己を示すために用いる標章（代

紋等）自体に反社会性、一般市民に与える威嚇効果等が付加されていることに

よるものと解される。 
 したがって、指定暴力団が自己を示すために用いている標章（代紋等）と同

一又は類似の商標について商標登録出願があった場合には、当該商標に付加さ

れた反社会性、一般市民に与える威嚇効果等の性質をもって、公の秩序又は善

良の風俗を害するおそれがある商標（商第４条第１項第７号）に該当するもの

とし、すべて拒絶するものとする。 
 
２．拒絶要件の整理 
（１）標章（代紋等）の特定  
    官報による｢指定暴力団｣の公示事項には、当該団体の名称は公示されるが、

  当該団体が自己を示すために用いる標章（代紋等）の公示がなされないことか

 ら、当該代紋の特定等に関し、必要に応じて警察庁からの正式な通知を求める

 こととし、当該通知に記載された標章（代紋等）をもって特定するものとする。

 



４２．１０７．０３ 

- 2 - 
（平成２７．４ 改訂） 

 【注１】標章（代紋等）には、指定暴力団の名称もその対象として含まれる。 
 
（２）商標登録出願人の相違  
  「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」は、出願人の属性とは切り離し 
 て判断されるため、全く無関係な第三者からの出願も同様に取り扱う必要があ

 る。 
  したがって、商標登録出願人の相違（暴力団の関係者・関連企業等であるか、

 あるいは無関係の第三者であるか等）によって取扱いを異にする理由はない。 
 

（３）指定商品（指定役務）の内容  
  本件の場合は、商標に付加された反社会性、一般市民に与える威嚇効果等の

 性質をもって、当該商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

 に該当すると解しているのであって、ある特定の指定商品（指定役務）につい

 て使用することが社会公共の利益等に反すると解しているわけではないから、

 指定商品（指定役務）の内容によって取扱いを異にする理由はない。 
 
（４）標章（代紋等）の周知性の有無  
 商第４条第１項第７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商

標」に該当することを理由として拒絶する場合、指定暴力団が自己を示すため

に用いる標章（代紋等）であると所管当局が認定したものは、相当数の人に威

嚇効果等を与えるものということができ、当該標章が周知であるか否かを審査

する必要はない。 
 
 【注２】出願自体の防止を図るという観点から日本弁理士会あてにも同様の情

報提供を行うこととする。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

                

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
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４２．１０７．０４ 

 

歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取扱いについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［説明］ 

Ａ．歴史上の人物名を巡る現状 

（ａ）歴史上の人物名を巡る諸事情 

周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。

その人物の郷土やゆかりの地においては、住民に郷土の偉人として敬愛の情をもっ

て親しまれ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を

称え記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために

人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり、当該

人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が

希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられ

る。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、

少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、

その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。 
このような諸事情の下、周知・著名な歴史上の人物名についての商標登録に対し

ては、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害するおそれがあるとの懸念が指摘され

ている。 
 

１．歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそう

でなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観

念に反するような場合も商標法第４条第１項第７号に該当し得ることに特に留意す

るものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断するこ

ととする。 

（１）当該歴史上の人物の周知・著名性 

（２）当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識 

（３）当該歴史上の人物名の利用状況 

（４）当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係 

（５）出願の経緯・目的・理由 

（６）当該歴史上の人物と出願人との関係 
 

２．上記１．に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施

策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りなが

ら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについて

は、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであると

して、商標法第４条第１項第７号に該当するものとする。 
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（ｂ）審査の状況 

歴史上の人物名に係る商標であっても、具体的な事情に応じて拒絶理由を定める

規定に該当する場合には拒絶される。 
しかし、現行の商標法においては、現存する者以外の人物名の商標登録を排除す

るための明文の規定は存在しない。例えば、人名等を扱う登録要件として商標法第

４条第１項第８号が存在するが、同号は人格権保護の規定であって、現存する者の

保護を目的とするものに限られる（注１）。また、他人の周知・著名な商標の保護の規

定として商標法第４条第１項第１０号及び同第１９号が存在するが、これらは他人

の商品又は役務の出所を表示する周知・著名な“商標”の保護の規定であり、“商標”

として周知・著名なわけではない歴史上の人物名からなる商標についてこれらの規

定を適用して拒絶することは困難といえる。同第１５号も、歴史上の人物名と商品

又は役務の関係等を考慮すると、商品又は役務の出所の混同を生ずる場合が多いと

は考え難い。さらに、同種の商品又は役務について多くの事業者が慣用している事

実があるならば商標法第３条第１項第２号も考え得るが、そのような事実が認めら

れるのはむしろ稀なケースといえる。 

 

Ｂ．近時の判決等の動向 

商標法第４条第１項第７号に関する審査基準においては、「公の秩序又は善良の風俗 

を害するおそれがある商標」には、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用が

社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれると

されている。近時の判決においても、私的な利害の調整や私益に関する紛争は同号の

適用に関する問題ではないとした上で、商標自体が公序良俗に反するものでなくても、

出願の経緯や目的に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることが

商標法の予定する秩序に反するような場合には、商標法第４条第１項第７号に該当す

る旨判示するものがある。特に、このような動向に沿った判決として、公共的な観点

を踏まえ、公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に

至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってしたものとして、公正な競業

秩序を害し公序良俗に反するとした事案がある（平成１１年１１月２９日 東京高裁 

平成１０年（行ケ）第１８号 「母衣旗」事件）。 

 
Ｃ．具体的な運用方針 

（ａ）対象となる「歴史上の人物名」 

   本取扱いにおける「歴史上の人物」には、現存する者は含まれず、周知・著名な

                                            
（注１）商標法４条１項８号の審査基準においては同号でいう「他人」とは現存する者であるとしている。また、判決でも以

下のとおりとしている。（平成17年6月30日 知財高平成17年（行ケ）第10336号の抜粋） 

「商標法４条１項８号は，『他人の氏名・・・を含む商標』は商標登録を受けることができない旨規定する。同号は，

『その他人の承諾を得ているものを除く。』と定めているから，同号にいう『他人』は，生存ないし現存するものに

限られると解するのが相当である。～（略）～人格権は，一身専属的な権利であって，例えば著作権法６０条のよう

な個別の規定がある場合を除き，その者の死亡により消滅するというべきであるから，商標法４条１項８号の立法趣

旨が人格権の保護であるからといって，そのことから，同号にいう『他人』に故人が含まれるということにはならな

い。」 
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実在した故人をいい、外国人も含まれる。また、「人物名」には、フルネーム（正式

な氏名）も、また、略称・異名・芸名等も含まれ得るが、いずれも特定の人物を表

すものとして広く認識されているものでなければならない。 

 

（ｂ）審査の方法 

本取扱いは、例えば、前記Ａ．（ｂ）に述べた他の拒絶理由が該当する案件をも対

象にしようとするものではなく、当該他の規定に該当しない場合の取扱いである。     

商標審査基準では、商標法第４条第１項第７号について「商標の構成自体がそう

でなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、

又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものとする」としている。

取扱いの１．では、歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては特にそ

の趣旨に留意し、次の①ないし⑥の事情を総合的に勘案し、商標法第４条第１項第

７号を適用すべきか否かを判断することとしている。 

その上で、取扱いの２．においては、近時の判決等の動向を踏まえ、特に「歴史

上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利

益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした出願」

については、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するもの

であるとして、商標法第４条第１項第７号に該当することとしている。 

 

① 当該歴史上の人物名の周知・著名性 

本取扱いは、周知・著名な歴史上の人物名を対象とするものであり、その歴史

上の人物名の名声、評価、顧客吸引力の高さに関する貴重な情報であるのはもち

ろん、さらには、出願人の認識（歴史上の人物名の名声等を承知していたか否か、

便乗を目的としていたかなど）を判断するための情報の一つにもなり得るものと

考えられる。 
② 当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識 

本事情は、特定の一私人の認識というよりも、広く国民や地域住民が全体的に

いかに当該歴史上の人物を捉えているかという観点での事情をいう。例えば、広

く国民の敬愛を集めている、あるいは、当該歴史上の人物が当該人物の出身地、

ゆかりの地等において親しまれている等の事情によって、国民や地域住民全体に

あたかも「共有財産」の如く認識されているような場合には、商標登録に対し国

民や地域住民全体の不快感や反発を招くことも考え得る。このため、国民又は地

域住民が歴史上の人物名をいかに認識しているかは、社会公共の利益や社会の一

般的道徳観念に反しないか否かの重要な情報となり得るものといえる。これらは、

次に挙げる③の利用状況を通じて明らかになることも考えられる。 
③ 当該歴史上の人物名の利用状況 

歴史上の人物名について、例えば、当該人物の出身地、ゆかりの地等における

利用状況は、商標法第４条第１項第７号を適用すべきか否かの判断において極め

て重要と考えられる。特に、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が当該

人物に関連する祭り・イベントの開催、博物館・展示館の運営、当該人物をシン

ボルとした観光案内等を行っているなどの事情、さらには、それら機関の振興策
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の下で当該人物名を使用する事業者が多数存在するなどの事情等は、本取扱いの

２．における公益的施策や公益性に関する判断をするための貴重な情報の一つに

なり得ると考えられる。   

④ 当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係 

当該歴史上の人物名の利用状況との関係において、その使用に関係する商品又

は役務と指定商品又は指定役務との関係も重要な情報となり得る。例えば、それ

ら商品又は役務が指定商品又は指定役務と同一又は類似の関係にある場合は、上

記③に述べた使用に商標権の効力が及ぶ可能性があり、出身地、ゆかりの地にお

ける利用への影響が懸念される。また、土産物や当該地域の特産品など観光客を

対象としたものといえる商品又は役務等との関係では、特に上記③の利用状況へ

の便乗も懸念されるところである。さらに、指定商品又は指定役務の具体的内容

によって、国民や地域住民の不快感や反発も異なってくるものと思われる。この

ため、これらの事情は、公共的利益を損なうか否か、利益の独占を図ろうとする

ものであるか否か、さらに、公正な競業秩序を害し、社会公共の利益に反するお

それがあるか否かを判断するための貴重な情報の一つになり得ると考えられる。  

 ⑤ 出願の経緯・目的・理由 

出願人が出願に係る商標を採択した理由、出願人による出願に係る商標の使用

状況、その商標としての周知・著名性は、出願の経緯や目的、さらには、その出

願又は登録が公正な競業秩序を害するものであるか否かを判断するための背景と

して貴重な情報の一つと考えられる。 
⑥ 当該歴史上の人物と出願人との関係 

当該歴史上の人物や上記③に挙げた使用に係る者と出願人との関係は、出願の

目的、経緯のほか、社会公共の利益に反するか否か等を検討する上で、貴重な情

報の一つと考えられる。 

  なお、その場合には、当該人物が亡くなってどの程度の期間を経過しているの

かも総合的に勘案して検討することが必要と考えられる。 
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            参考判決 

７号に関する判決例（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

「我が国においてその名称又は略称をもって著名な外国の団体と無関係の者が、その

承諾を得ずに当該団体の名称又は略称からなる商標又はこれらに類似した商標の設定登

録を受けることは、それが商標法第４条第１項第８号、１５号等によって商標登録を受

けることができない場合に当たらないとしても、当該団体の名声を僭用して不正な利益

を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたものと認められる限り、

商取引の秩序を乱すものであり、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害

する行為というべきであるから、同項７号によって該商標の登録を受けることができな

いものと解すべきである」 
（注）イタリア国のプロサッカーチームの名称。 

 
 

 

 

 

 

 

 

「著述家・講演者としてのデール・カーネギーの存在も、デール・カーネギーが提唱

した内容、ノウハウに基づくものであり、その氏名が付されている能力養成・人材育成

の講座も、本件商標の登録査定時において、既に日本を含めた世界の多くの国で周知と

なっていた、と認めることができる。（中略）本件商標の登録査定時当時、原告は、被告

の実施している講座が、長い歴史を有し著名で、一定の評価を受けていることを十分認

識した上で、自己の主要な業務に、その評価を利用する意図で、本件商標の出願を行い、

その登録を受けたものと優に認定でき、不正の目的を有していたと認められる。（中略）

前記のとおり、原告は，被告ないしそのライセンシーが、世界各国で行っている事業が

高い評価を受け、著名であることを十分承知しながら、その著名性を、専らその主力事

業のために利用する意図をもって、本件商標の登録をしたものである。そうである以上、

本件商標の登録全体が、公序良俗に反するものとして無効となる、というべきである。」 
（注）著述家・講演者。著作「人を動かす」は世界的ベストセラー。 

 

（２）「カーネギー・スペシャル／CARNEGIE SPECIAL」 

（平成１４年８月２９日 東京高裁 平成１３年（行ケ）第５４５号） 

著名な著述家のデール・カーネギー（1888-1955）（注）に関する評価を自らの事業

に利用する不正の目的を有していたと認定し、本件商標の登録全体が公序良俗違反

で無効となるとした判決 

（１）「Juventus」（注） 

（平成１１年３月２４日 東京高裁 平成１０年（行ケ）第１１号） 

サッカーチームの名声を僭用し、不正な利益を得る等の不正の意図が認められる

限り、他の不登録事由が適用できない場合でも、公序良俗違反として商標登録を受

けられない旨を説示した判決 
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「商標法４条１項７号は、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』は、

商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう『公の秩序又は善良の風俗を

害するおそれがある商標』には、①その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若

しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、②当該商標の構成自

体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公

共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、③他の法律によって、当該商標

の使用等が禁止されている場合、④特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国

際信義に反する場合、⑤当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、

登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような

場合、などが含まれるというべきである。（中略）①本件商標は、世界的に著名で高い文

化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品

に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがない

とはいえないこと、②本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり、我が

国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を

担ってきた作品であること、③したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の

価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカ

ナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、④本件著作物の原題

である『ＡＮＮＥ ＯＦ ＧＲＥＥＮ ＧＡＢＬＥＳ』との文字からなる標章は、カナ

ダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することが禁じられて

おり、この点は十分に斟酌されるべきであること、⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を

持つものであり、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何

ら関係のない一民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、⑥原

告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、

原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できな

いことなどを総合考慮すると、本件商標は、商標法４条１項７号の『公の秩序又は善良

の風俗を害するおそれがある商標』に該当し、商標登録を受けることができないもので

あるというべきである。」 

 

 

 

 

 

 

（３）「Anne of Green Gables」 

（平成１８年９月２０日 知財高裁 平成１７年（行ケ）第１０３４９号） 

本件商標は公益的な観点から著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損

なうおそれがあるとして「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に

該当するとされた判決 

（４）「ハイパーホテル」 
（平成１５年５月８日 東京高裁 平成１４年（行ケ）第６１６号） 

商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法４条１項７号に該当するのは、その

登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標

法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるも

のであり、私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法４

条１項７号の問題ではないとした判決 
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 「商標の登録出願が適正な商道徳に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認

めることが商標法の目的に反することとなる場合には、その商標は商標法４条１項７号

にいう商標に該当することもあり得ると解される。しかし、同号が『公の秩序又は善良

の風俗を害するおそれがある商標』として、商標自体の性質に着目した規定となってい

ること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については、同法４条１項各号

に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由

を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮

するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法４条１項７号に該当するのは、

その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標

法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に限られるものとい

うべきである。（中略）本件商標『ハイパーホテル』の使用関係を原告と申立人グルー

プとの間でいかに律するかは、当事者間における利害の調整に関わる事柄である。その

ような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法４条１項７

号の問題ではないというべきである」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義

を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排

除する目的で設けられた法４条１項１９号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離

れて、法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで

拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する

予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な

場合を除くほか、許されないというべきである。そして、特段の事情があるか否かの判

断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者（例えば、出願さ

れた商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など）との関係を検討して、

例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願するこ

とが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他

者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置

を怠っていたような場合（中略）は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者

との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として

解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段

の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。」 

（５）「コンマー／ＣＯＮＭＥＲ」 
（平成２０年６月２６日 知財高裁 平成１９年（行ケ）第１０３９１号） 

法４条１項７号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで

拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、特段の事情のある例外

的な場合を除くほか、許されないというべきであり、商標権の帰属等をめぐる問題

は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのよう

な場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と

解するのは妥当でないとした判決 
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「原告による、町の経済の振興を図るという地方公共団体としての政策目的に基づく

公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知

りながら、指定商品が限定されるとはいえ、該施策の中心に位置付けられている「母衣

旗」名称による利益の独占を図る意図でしたものといわざるを得ず、本件商標は、公正

な競業秩序を害するものであって、公序良俗に反するものというべきである。」 

 

（６）「母衣旗」 
（平成１１年１１月２９日 東京高裁 平成１０年（行ケ）第１８号） 

本件商標は、町の経済の振興を図るという公益的な施策に便乗して、公共的利益

を損なう結果に至ることを知りながら、「母衣旗」名称による利益の独占を図る意

図でしたものとされた判決 
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歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願

の取扱い 

 

 

１．歴史的・文化的・伝統的価値のある標章を巡る現状と基本的考え方 

世界中には、先人から受け継がれている貴重な財産として、歴史的・文化的・

伝統的価値を有し、豊かな文化の象徴となっている有形・無形の文化的所産、

遺跡、自然等 1（これらを以下総称して「文化的所産等」という。）が多数存在

する。これらの文化的所産等は、国家にとって重要な資産、資源であるばかり

でなく、各地域にとっても、一つの地域資源、観光資源となり得るものであり、

その名称や外観等を利用した地域興し等も盛んに行われているところである。 

しかし、文化的所産等の名称や外観等を文字、図形若しくは立体的形状等（こ

れらの結合を含む。）で表した標章、又は、文化的所産等のうち楽曲（音）（こ

れらを以下総称して「文化的所産等を表す標章」という。）からなる商標に関

する、包括的かつ網羅的な規定は、商標法上、また、審査基準等においても存

していない 2。そこで、文化的所産等を表す標章からなる商標について、商標

として独占権を付与すべきか否かの公益的観点から、検討を行う必要がある。 

また、文化的所産等を表す標章については、識別力の観点から、指定商品又

は指定役務との関係において、その商品等の品質を表すと認識させる場合や、

商品等の美感や魅力の向上のために用いられるデザインや装飾の一種として

認識される場合には、需要者が商品等の出所を表したものとして認識しないこ

とも考えられる。そこで、文化的所産等を表す標章について、自他商品役務の

識別標識として機能するか否かの観点からも、検討を行う必要がある。 

これらの観点から検討した結果、文化的所産等を表す標章からなる商標登録

出願については、次のとおり取り扱うこととする。 

 

２．具体的な運用方針 

（１）対象となる文化的所産等 

 対象となる文化的所産等の種類は、例えば下記（ア）～（エ）のようなものが

考えられる。 

                                                   
1 世界遺産、世界の記憶及び文化財保護法については、【別紙３】参照。 
2 文化的所産等を表す標章には含まれないが、地域における公益的な施策等の遂行を阻害しな

いようにとの観点から、「歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）」からなる商標登録出

願については、別途、商標審査便覧４２．１０７．０４における取扱いがあることに留意。 
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（ア）有形の文化的所産等 

建造物、絵画、彫刻、工芸品、屏風、掛け軸、書跡、典籍、古文書、陶

磁器、織物、筆跡、花押、落款、旗指物（はたさしもの）、経典 等 

（イ）無形の文化的所産等 

演劇、音楽、舞踊、工芸技術、行事 等 

（ウ）名勝地等 

古墳、城跡その他の遺跡、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝

地 等 

（エ）その他の文化的所産等 

家紋、小説、俳句、短歌、川柳 等 

 

（２）文化的所産等を表す標章からなる商標の構成・態様について 

（ア）文化的所産等を表す標章からなる商標 

 文化的所産等を表す標章からなる商標の構成・態様については、文化的所産等

の全体を表す場合のみならず、文化的所産等の主要な一部分を抽出した構成・態

様からなると認識されるもの（例えば、彫刻の一部分、小説の一フレーズ ）や、

商標の構成の一部にこのような文化的所産等を表す標章を含み、当該文化的所

産等を認識させる場合も、本取扱いの対象とする。 

 

（イ）文化的所産等を表す標章 

 文化的所産等の外観又は名称等を表した標章が、特定の文化的所産等を表し

たものと一般に認識されると判断される場合に、本取扱いの対象とする。 

 

・文化的所産等の外観を図形、立体的形状、動き等で表した標章 

（例）舞踊家が踊る場面を表した動き商標 

城を表した図形商標 

祭りの山車を表した立体商標 

※写真やＣＧ等ではなく、イラスト風に描く等一定程度デフォルメして表 

したものであっても、当該図形等が特定の文化的所産等を表したものと一

般に認識されると判断される場合は、本取り扱いの対象とする。 

 

・文化的所産等の名称等を文字で表した標章 

 （例）演劇の演目 

俳句の十七文字 

音楽の曲名 

  

なお、上記に該当しないものであっても、本取扱いの対象となるか否かについ

ては、本取扱いの趣旨にかんがみて個別に検討を行うこととする。 
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また、下記［参考］のように、別途、取扱いが規定されているものについては、

本取扱いと併せて参照することとする。 

 

［参考］ 

① 「建造物の名称等」を表す商標の取扱いについては、商標審査便覧４１． 

 １０３．０２参照。 

② 建造物、古墳、城跡等の遺跡、庭園等の名勝地からなる文化的所産等が

観光地を表す「地理的名称」として認識される場合、また、事業者の設

立地、指定商品の仕向地・一時保管地又は指定役務の提供に際する立ち

寄り地等を表す「地理的名称」として認識される場合については、商標

審査便覧４１．１０３．０３参照。 

③「家紋」及び「著名な絵画等」からなる商標登録出願の取扱いについて 

は、商標審査便覧４２．１０７．０６及び４２．１０７．０７参照。 

 

（３）適用条文 

 ※商第３条及び第４条の各号に記載された例示は、当該各号における該当性

の例にすぎない。 

 

（ア）商第３条第１項第３号 

  出願された文化的所産等を表す標章からなる商標が、商品の品質又は役務

の質を表示するにすぎない場合、商第３条第１項第３号に該当すると判断す

る。 

 

本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。 

① 文化的所産等の知名度（※） 

② 文化的所産等と指定商品又は指定役務との関係 

③ 指定商品又は指定役務に係る取引の実情 

 

（※）知名度について 

文化的所産等が、広く一般に知られている（全国的に知られているもののみな

らず、ある一地方で広く知られているものをも含む）か否かを判断するにあたっ

ては、例えば、次のような事実を総合勘案する。 

・世界遺産登録、世界の記憶登録、国宝指定、文化財指定等、公の機関により

登録又は指定等がなされているものは、原則として、広く一般に知られてい

るものとする。 

 世界遺産登録等、公の機関により登録又は指定等がなされているものについては、

当該国や地域において相当程度の維持・管理が行われており、また、当該文化的所産

等にまつわるイベントの開催や観光地として整備されること等により重要な観光資

源となっている場合も多い。また、文化的所産等に係る商標について無関係の第三
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者が商標登録を行った場合には国民や地域住民の感情を害する蓋然性も高く、ひい

ては国際信義に反するおそれもあることから、このように取り扱うこととする。 

・書籍、教科書等に掲載されていること 

・博物館、美術館等において展示がなされていること 

・テレビ、インターネット等により紹介されていること 

・作者、著者、作曲家等の知名度 

 

（例）本号に該当する場合 

①「大般若長光（文字）」（商品「刀剣，おもちゃの刀剣」、役務「刀剣の展示」） 

（解説）太刀「大般若長光」は国宝に指定されていることから、広く一般に

知られていると判断される。また、商品等との関係においては、需要者に

刀剣の名称を表したものと認識されることから、商品の品質又は役務の質

を表すと判断。 

②「鑑真和上像（文字）」（商品「木製彫刻」、役務「美術品の展示」） 

（解説）「乾漆鑑真和上坐像」は国宝に指定されていることから広く一般に

知られていると判断される。また、商品等との関係においては、需要者に

肖像彫刻の名称を表したものと認識されることから、商品の品質又は役務

の質を表すと判断。 

③「白鳥の湖（文字）」（役務「バレエの上演」） 

（解説）「白鳥の湖」は、役務との関係においては、バレエの演目として需

要者に広く認識されていることは明らかであることから、役務の質を表す

と判断。 

④「クフ王のピラミッド（図形）」（役務「旅行の手配」） 

 （解説）「クフ王のピラミッド」は世界遺産として登録されている「メンフ

ィスとその墓地遺跡 - ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯」の

一部であることから、広く一般に知られていると判断される。また、役務

との関係においては、需要者に旅行の目的地を表したものと認識される

ことから、役務の質を表すと判断。 

 

（例）本号に該当しない場合 

「アンコールワット（文字）」（商品「電動ドリル」） 

 （解説）「アンコールワット」は世界遺産登録されているアンコール遺跡の

一部として広く一般に知られているが、商品との関係からは、需要者に商

品の品質を表示するものとして認識されないことから、自他商品の識別

標識として機能し得ると判断。 

 

（イ）商第３条第１項第６号 

文化的所産等を表す標章の中には、様々な者によりデザインや装飾として商

品や商品の包装に付される等により利用されるものもある。 
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例えば、清酒やワインのラベル、菓子の包装、マグカップ、Ｔシャツ、タオ

ル等、土産物やデザインが重視される商品等について、文化的所産等を表す標

章がデザインや装飾として用いられる場合があり、そのような商品等に接する

需要者は商品等に付された文化的所産等を表す標章について、単に商品等の美

感や魅力の向上のために用いられるデザインや装飾の一種として選択された

ものと認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しないもの

と考えられる。 

したがって、例えば、出願された商標が、文化的所産等を表す標章のみから

なるものであり、指定商品又は指定役務との関係から、出所識別標識として認

識されるというよりも、デザインや装飾の一種として認識されるにとどまる場

合は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること

ができない商標」（商第３条第１項第６号）に該当すると判断する。 

また、このような文化的所産等を表す標章と識別力のない文字等とを組み合

わせた商標についても、全体として識別力がないと認められる場合には、本号

に該当すると判断する。 

 

本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。 

① 文化的所産等の知名度（※ 知名度については上記（ア）参照） 

② 文化的所産等と指定商品又は指定役務との関係 

③ 指定商品又は指定役務に係る取引の実情 

 

（例）本号に該当する場合 

「紙本著色花下遊楽図（図形）」（商品「被服」「清酒」） 

（解説）「紙本著色花下遊楽図」〈狩野長信筆／六曲屏風（右隻の二扇を欠く）〉

は国宝に指定されていることから、広く一般に知られていると判断され

る。そして、商品「被服」の取引業界においては、商品のデザインとして

絵画を用いることが一般に行われており、また、商品「清酒」の取引業界

においては、商品のラベルや包装のデザインとして絵画を用いることが一

般に行われていることから、当該屏風を表した商標は商品のデザインの一

種として需要者に認識されると判断。 

 

（例）本号に該当しない場合 

「東大寺金堂（大仏殿）（立体的形状）」（役務「調剤」） 

 （解説）「東大寺金堂（大仏殿）」は世界遺産登録されており、広く一般に知

られていることから、需要者においても、出願人が役務を取り扱う店舗又

は事業所の形状とは到底認識されないと判断。 

   

（ウ）商第４条第１項第６号 

出願された文化的所産等を表す標章からなる商標が、公益に関する団体であ
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って営利を目的としないもの、例えば、宗教法人である神社仏閣、学校法人で

ある教育機関等を表す標章であって著名なものと同一又は類似である場合、商

第４条第１項第６号に該当すると判断する。 

 

（例）本号に該当する場合 

 「ウエストミンスター大寺院（文字）」、「東大寺（立体的形状）」、「賀茂神社

の神紋（二葉葵の図形）」 

（解説）これらは、世界遺産登録等、公の機関により登録、指定等がなされ

ている文化的所産等を表す標章であり、特定の宗教法人を表す標章として

著名なものとであると判断。 

 

（例）本号に該当しない場合 

 「二宮尊徳像（立体的形状）」 

 （解説）多くの教育機関の校庭等に建てられている事実があることから、

特定の学校法人等を表すものとはいえないと判断。 

 

（エ）商第４条第１項第７号 

文化的所産等には、その価値が認められ、国民や地域住民に親しまれており、

その周知・著名性ゆえに強い顧客吸引力を有するものも多く存在する。   

そうした場合、当該文化的所産等と関係の無い第三者が、文化的所産等を表

す標章について剽窃的に出願し、登録を受けることは、社会公共の利益、社会

の一般的道徳観念又は国際信義に反するおそれがある。特に、文化的所産等を

利用した国又は地方公共団体等の公的機関による施策の遂行を阻害するおそ

れがある場合、国際信義に反する場合、出願の経緯や商標採択の意図に社会的

妥当性を欠くなどの場合には、公正な競業秩序を害するものであって、社会公

共の利益に反するものであるとして、商第４条第１項第７号に該当するものと

判断する（本号に該当するとされた審決例については、【別紙２】参照）。 

本号に該当するか否かは、例えば、次の①から⑦の事情を総合的に考慮して

判断する。特に、文化的所産等を管理、所有している者が出願人であった場合

については、⑥の事情を考慮して検討する必要がある。（考慮事由の詳細につ

いては、【別紙１】参照）。 

 

①文化的所産等の知名度（※ 知名度については上記（ア）参照） 

②文化的所産等に対する国民又は地域住民の認識 

③文化的所産等の利用状況 

④文化的所産等の利用状況と指定商品又は指定役務との関係 

⑤出願の経緯・目的・理由 

⑥文化的所産等と出願人との関係 

⑦文化的所産等を管理・所有している者の性質 
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【注】出願人の周知・著名商標（例：ハウスマーク）に係る商標登録出願が、

文化的所産等を表し、又は、想起させる場合について 

 

出願人の周知・著名商標（例：ハウスマーク）に係る商標登録出願が、文化

的所産等を表し、又は、想起させる場合、当該商標登録出願が一律に本号に該

当すると取扱うことによって、当該出願人の正当な事業活動を阻害するおそれ

がある。 

したがって、当該商標が文化的所産等をどの程度、想起させるのかといった

類似性の程度、当該商標の周知度、指定商品又は指定役務が、出願人により実

際に使用されている商品・役務と同一又は類似であるか、また、同一又は類似

でなくとも関連性を有するか否か等を考慮し、本号に該当するか否かを判断す

るものとする。 

この場合における考慮事由は、商標審査基準第三 十三、第４条第１項第１

５号１．(2)を準用する。 

 

（例１）商品「バッグ」について著名な商標「Sakurada Familiya」を使用し

ている者から、商標「Sakurada Familiya」が出願された場合、以下のとおり

判断する。 

  

①指定商品が「航空機」であるとき 

⇒著名商標「Sakurada Familiya」と世界遺産「Sagrada Família」※の名称

は類似性が高いこと、また、指定商品と使用している商品とは関連性がな

いことを考慮し、本号に該当すると判断。 

②指定商品が「被服」であるとき 

⇒著名商標「Sakurada Familiya」と世界遺産「Sagrada Família」の名称は

類似性が高いが、指定商品と使用している商品とは同じファッション関係

に係る商品であり関連性があることからすれば、「Sakurada Familiya」か

らは、世界遺産ではなく著名商標が認識されることを考慮し、本号に該当

しないと判断。 

 

（例２）商品「バッグ」について著名な商標「Sagrada Família」を使用して

いる者から、商標「Sagrada Família」が出願された場合、以下のとおり判断

する。 

 

①指定商品が「バッグ」であるとき 
⇒著名商標「Sagrada Família」は、世界遺産「Sagrada Família」の名称と

同一であるが、指定商品と使用している商品とは同一であることを考慮
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し、本号に該当しないと判断。 
②指定商品が「被服」であるとき 

⇒指定商品と使用している商品とは同じファッション関係に係る商品を含

み関連性がある商品であるが、著名商標「Sagrada Família」が、世界遺

産「Sagrada Família」の名称と同一であることを考慮し、本号に該当す

ると判断。 
 
※「Sagrada Família（サグラダファミリア）」： スペインのバルセロナに

ある教会。ガウディの代表作の一つ。前任者により 1882 年に着工、翌年

からガウディが設計を引き受けた。現在も建設中。バルセロナとその近郊

にある他のガウディの作品とともに、2005年、「アントニ＝ガウディの作

品群」として世界遺産（文化遺産）に登録された。（「デジタル大辞林」株

式会社小学館） 

 

（オ）商第４条第１項第１０号、第１５号、第１９号 

文化的所産等を表す標章が、当該文化的所産等を管理、所有している者の商品

又は役務の出所を表示する商標として使用され、需要者の間に広く認識されて

いる場合がある。そのような場合、当該商標は、十分に顧客吸引力を具備し、そ

れ自体が経済的価値を有するものといえる。 

したがって、当該商標について第三者が出願し、登録を受けることにより、需

要者に出所の混同を生じさせるおそれが生じ、また、当該商標の名声を毀損させ

る目的がある等の場合については、以下のとおり取り扱うこととする。 

 

① 出願された商標が、他人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として

使用され、需要者の間に広く認識されている文化的所産等を表す標章から

なる商標と同一又は類似の商標であって、その商品若しくは役務と同一又

は類似の商品若しくは役務について使用するものである場合には、商第４

条第１項第１０号に該当すると判断する。 

 

② 文化的所産等を表す標章又は文化的所産等を表す標章を構成中に有する商

標について、当該文化的所産等を管理、所有している者以外の者が出願し、

これが、当該管理者、所有者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるお

それがある場合には、商第４条第１項第１５号に該当すると判断する。 

 

③ 文化的所産等を表す標章で、他人の業務に係る商品又は役務の出所を表示

する商標として使用され、国内又は外国における需要者の間に広く認識さ

れているものと同一又は類似の商標であって、これを不正な目的をもって

使用する場合、商第４条第１項第１９号に該当すると判断する。 
このような場合、当該商標を第三者が使用しても出所の混同のおそれま
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ではなくとも、出所表示機能を稀釈化させたり、その商標のもつ名声を毀

損させたりすることとなる。 

したがって、このような不正な目的をもった使用から文化的所産等を表

示する商標を十分保護する必要があることから、上記のとおり取り扱うこ

ととする。  
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別紙１ 

 

商第４条第１項第７号該当性判断における考慮事由 

 

本号に該当するか否かは、例えば、次のような事由を総合勘案して判断する。 

なお、文化的所産等そのものについての知名度、利用状況等は不明であっても、

当該文化的所産等に係る人物（作者、著者、作曲家等）の知名度、利用状況等に

ついても、当該文化的所産等の利用を推察するものとして勘案することとする。 

 

① 文化的所産等の知名度（※ 知名度については２．（３）適用条文（ア）参照） 
 文化的所産等の中には、国宝、世界遺産、世界の記憶等として登録又は指定さ

れているものもあり、また、メディアで頻繁に取り上げられている等の事情によ

り、広く一般に知られているものも多い。そのような事情は、文化的所産等の名

声、評価、顧客吸引力の高さ、また、出願人の認識（文化的所産等の名声等を承

知していたか否か、便乗を目的としていたかなど）を推定するための重要な要素

となる。 

 

② 文化的所産等に対する国民又は地域住民の認識 

ここで考慮すべき事由は、文化的所産等が存する場所、又はゆかりの地におけ

る国民や地域住民がいかに当該文化的所産等を捉えているかという観点からの

国民等の認識をいう。例えば、広く国民又は地域住民から親しまれている、国を

挙げて文化的所産等を保護している等の事情によって、国民や地域住民全体の

「共有財産」の如く認識されているような場合については、一私人に独占権を与

えることは穏当ではないこととなる。 

なお、文化的所産等が存する場所、又はゆかりの地における政府、自治体、商

工会議所等とは無関係の第三者による商標登録の有無、登録件数等も、国民や地

域住民の感情を判断するための情報の一つになり得るものと考えられる。 

例えば、ある文化的所産等の存する外国において、当該文化的所産等を表す標

章について多数の者により商標登録がなされている場合には、当該文化的所産

等を表す標章を我が国において登録することが、直ちに国際信義に反するとは

言い難いと考えられる。また、文化的所産等を表す標章が我が国において商標と

して使用されており、広く一般に商標として認識され、又は商標登録されている

場合に、これを新たに拒絶又は無効とすることで、かえって市場を混乱させ、円

滑な商取引の遂行を阻害するおそれがあることも考えられる。 

 

③ 文化的所産等の利用状況 

例えば、国や地方公共団体、また商工会議所等の公益的な機関が文化的所産等

に関連する祭り・イベントの開催、博物館・展示館の運営、当該文化的所産等を

対象とする観光案内を行っているなどの事情、さらには、それら機関の振興策の
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下で当該文化的所産等を使用する事業者が多数存在するなどの事情を考慮する。 

 

④ 文化的所産等の利用状況と指定商品又は指定役務との関係 

文化的所産等の利用に係る商品又は役務が指定商品又は指定役務と同一又は

類似の関係にあるか、また、類似の関係にはなくとも、関連性が高い場合は、利

用に当たり重大な影響が及ぶ可能性がある。 

例えば、文化的所産等を表す標章が伝統舞踊の演目であり、その利用に係る役

務が「舞踊の上演」あった場合に、出願に係る指定商品又は指定役務が「ダンス

用靴」「舞踊の教授」であるとすれば、これらは関連性が高い商品又は役務であ

ると考えられる。 

 

⑤ 出願の経緯・目的・理由 

出願人がその商標を出願するに至った経緯等が、社会的相当性を欠くもので

あるか否かを考慮する。 

例えば、歴史ドラマの舞台になることを事前に察知し、先取りして商標権を取

得する目的、世界遺産に推薦される前に先取りして商標権を取得する目的等が

ある場合には、社会的相当性を欠くものと考えられる。 

 

⑥ 文化的所産等と出願人との関係 

 例えば、出願人が文化的所産等を管理、所有しているか否かというような文化

的所産等と出願人との関係、また、上記③に挙げた文化的所産等の利用に係る者

と出願人との関係は、出願の目的、経緯のほか、社会公共の利益に反するか否か

等を検討するための要素となる。 

しかし、たとえ文化的所産等を管理、所有している者が出願人であったとして

も、当該文化的所産等の存する地域においてこれにちなんだ地域興しや観光振

興が行われているなどの事情があるときは、そのような事情を考慮して社会公

共の利益を優先させる必要がある場合もあることに留意する。 

 

⑦ 文化的所産等を管理、所有している者の性質 

文化的所産等の管理者、所有者が国や地方公共団体等の公的な機関であるか、

私立の美術館や個人等の私人であるかについては、社会公共の利益に反するか

否か等を検討するための要素となる。管理者、所有者が公的な機関の場合、当該

文化的所産等を地域興し等の公共的な施策に活用しているか、又は将来的に活

用する蓋然性は高くなると考える。 

 一方、私人間の利害に係る剽窃的出願等についても、出願の経緯に社会的相

当性を欠くような、適切な商道徳に反すると認められる場合や商取引の秩序を

乱すと認められる場合には、本号に該当すると判断する。3  

                                                   
3 裁判例において、本号を私的領域（私的な利害の調整。不正な意図が認められる剽窃的出願
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別紙２ 

 

商第４条第１項第７号に該当するとされた審決例 

 

１． 商標 「吉田の火祭り」／指定商品 第３０類「菓子及びパン」等 

  （事件番号 不服２０１０－３８１０） 

 

＜審決（要旨）＞  

本願商標は、「吉田の火祭り」の文字を書してなるところ、「吉田の火祭り」は、

山梨県の無形民族文化財に指定されているものである。 

 当該「吉田の火祭り」においても、祭りが開催される時期や年間を通して、そ

の地域周辺の業者においては、誰もが自己の商品に「吉田の火祭り」の標章の使

用を欲するものと思われるところ、このような有名な祭りであり、地域の重要な

観光資源である、その名称を一個人に独占的に使用権限を取得させることは、そ

の地域周辺の競合業者による「吉田の火祭り」の標章の使用を不可能又は困難と

するだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあり適当

でないというべきである。  

 してみれば、本願商標について一個人が独占使用することは、公正な競合秩序

を害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものというべきであるから、本

願商標は、商標法第４条第１項第７号に該当する。 

 

２．商標 「よっちゃばれ踊り」（標準文字）／指定商品 第２９類「食用魚介 

類(生きているものを除く。)」等 

（事件番号 不服２０１４－４３６０） 

 

＜審決（要旨）＞ 

 本願商標は、「よっちゃばれ踊り」の文字からなるところ、これを一私人たる

出願人が自己の商標として独占排他的に採択し使用することは、その地域周辺

の競合業者による使用を不可能又は困難とするばかりでなく、「よっちゃばれ踊

り」の名称を用いて地域の活性化や観光振興を図る公益的な施策の遂行を阻害

するおそれがあり適当でない。 

してみれば、本願商標について一個人が独占排他的に使用することは、公正な

取引秩序を害するおそれがあり、また、社会公共の利益に反するおそれがあるも

                                                   
等）まで拡大して適用することの可否については、統一的な判示がなされているとはいい難

い。しかしながら、近年の裁判例においては、不正な目的をもって先回り的に出願した場合

（「Asrock 事件」平成 22 年 8 月 19 日 知財高裁 平成 21 年（行ケ）第 10297 号）や、商標

権の存続期間満了を奇貨として、不当な利益を得るために出願した場合（「のらや事件」平成

27 年 8 月 3 日 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10023 号）において本号を適用し、審決を取

り消している裁判例もあることから、このような取扱いとする。 
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のといわざるを得ない。 

したがって、本願商標は、商標法第４条第１項第７号にいう「公の秩序又は善

良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。 
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別紙３ 

 

（補足）世界遺産、世界の記憶及び文化財保護法について 

 

国際的に、遺跡、景観、自然等、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持

つ物件が、ユネスコの世界遺産条約（「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関

する条約」1972年採択，1975年発効）に基づく世界遺産として保護されている。 

また、世界的に重要な記録物への認識を高め、保存やアクセスを促進すること

を目的とし、ユネスコの事業として 1992 年に開始された「世界の記憶」では、

手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図画、地図、音楽、フィルム、写真等を対

象として、国際登録や地域登録がなされている。 

さらに、我が国においては、建造物、絵画、彫刻、工芸品など、人類の文化的

活動によって作られた文化的所産について、歴史上、芸術上の価値が高いもの等

を文化財と位置付け、法令により保護している。例えば、文化財保護法（昭和二

十五年五月三十日法律第二百十四号）は、その目的を「文化財を保存し、且つ、

その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に

貢献すること」と規定し（同法第１条）、客体となる文化財それ自体を保存、保

護するものとして位置付けている。 

なお、文化財保護法において、国が保護の対象とする「文化財」の定義は以下

のとおり。 

①有形文化財：建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形

の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古

資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料 

②無形文化財：演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつ

て歴史上又は芸術上価値の高いもの 

③民俗文化財：衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、

民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の

生活の推移の理解のため欠くことのできないもの 

④記念物：貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴

史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝

地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び

地質鉱物で我が国にとつて学術上価値の高いもの 

⑤文化的景観：地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形

成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできない

もの 

⑥伝統的建造物群：周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統

的な建造物群で価値の高いもの 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第３号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又

は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示) の審査基準 
○「第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの)」の審査基準 
○「第４条第１項第６号(国、地方公共団体等の著名な標章)」の審査基準 
○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
○「第４条第１項第１０号（他人の周知商標）」の審査基準  
○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準  
○「第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的を

もって使用する商標）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/15_4-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
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家紋からなる商標登録出願の取扱い 

 
 

１．家紋を巡る現状と取扱いについての考え方 

家紋は、我が国において家を識別するための紋章であり、紋所、紋とも呼ばれ、

古くから血筋、また家系等を表す印として用いられてきた。1 
一般的に、家紋は公的機関等の特定の者により登録・管理等されているものでは

ないことから、その利用に法的な制限はなく、誰しもが自由に利用できるものであ

る。商取引においても、家紋を付した商品を製造・販売することが一般に行われて

おり、商品又は役務との関係においては、自他商品役務の識別標識として機能しな

い場合もある。 
一方で、我が国において伝統的に利用されてきた家紋の中には、時代劇や歴史ド

ラマに登場する歴史上の人物の使用家紋として取り上げられたり、また、地域の祭

りやイベントにおいて利用されたりする等により周知・著名となり、一定の経済的

価値を有するようになるものも多く存在している現状がある。 
 
以上を踏まえた具体的な取扱いについての考え方は以下のとおりである。 
現代において、家紋は、本来的な家紋（家を表す印。以下同じ。）として、冠婚葬

祭において着用される紋付袴などの和服、仏壇、五月人形、置物の兜、こいのぼり、

店舗の暖簾・看板等において、また、装飾や模様として、シール、マグカップ、テ

ィーシャツ等に一般に用いられている実情から、指定商品又は指定役務との関係に

おいては、自他商品役務の識別標識として機能しないと考えられる場合もある。 
また、家紋は国の機関や地方公共団体、宗教法人等を表す標章として用いられ著

名となっている場合も多く存在し、このような場合、公益に関する団体の権威、信

用の尊重や公益に関する団体との出所の混同を防いで需要者を保護するという公益

保護の観点から、第三者が登録を受けることは適当ではない。 
さらに、昨今、歴史上の人物が、テレビや映画の時代劇や歴史ドラマ等に取り上

げられ人気を博すことも多く、その人物の顧客吸引力を利用し、ゆかりの地におけ

る地方公共団体による地域興しや祭り等の様々なイベントが開催されることもしば

しば見受けられる。そうしたイベント等においては、その人物が使用していた家紋

が利用されることにより、その家紋自体が周知・著名となり一定の経済的価値を有

するようになる場合もある。このような場合には、当該家紋と関係のない第三者が

商標登録を受け、独占的に使用することは社会公共の利益に反し、又は社会の一般

                                            
1 「日本では、平安時代中ごろ、貴族が車や輿（こし）につけた車紋が初めで、そこから家紋の風が生まれ、

やがて武家も紋をもち、旗、武具、幕などにも付するようになり、図様も多くなった。武家には、名門の末

流と称してその紋章を自家の紋とする風も多く、また一家で、表紋、裏紋、本紋、替紋など１０余個の紋を

用いたりした。」（「百科事典 マイペディア 電子辞書版 ２０１３」日立ソリューションズ・ビジネス） 
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道徳観念に反するため適当ではない。 
 
２．具体的な運用方針 

 上記をふまえ、家紋からなる商標については、次のとおり審査を行うこととする。 

 

（１）対象となる家紋 

   現存する家紋の数は、一万紋以上とも二万紋以上とも言われているが、既存の

家紋の改変や新たな家紋の創作について法的な制約等がないことから、新たな家

紋が次々に作り出されているのが現状である。そのため、すべての家紋について

本取扱いの対象とすることは現実的ではなく、また、いわゆる現代家紋のように、

現代になって新たに創作された家紋には生来的な識別力が備わっているものもあ

ると考えられる。 

したがって、本取扱いでは、伝統的な家紋（戦国時代の武家の家紋、神紋、社

紋、寺紋、宗紋等 2）を対象とする。 

 

（２）適用条文 

①商第４条第１項第６号 
出願された家紋からなる商標が、例えば、神社仏閣等の宗教法人を表す神紋、社

紋、寺紋、宗紋、又は、学校法人を表す校章のように、公益に関する団体であって

営利を目的としないものを表示する標章又は文化財の保護等の公益事業を表すもの

として使用している家紋であって著名なものと同一又は類似する場合、商第４条第

１項第６号に該当するものと判断する。 

 

②商第４条第１項第７号 

 周知・著名な家紋は、その家やその家に関する人物の郷土やゆかりの地において、

例えば、地方公共団体等の公的な機関が、地元のシンボルとして地域興しや観光振

興のために使用するような実情があることから、当該地域においては強い顧客吸引

力を発揮する場合があると考えられる。このような場合には、当該家紋と無関係な

第三者が登録を受けることによって、その地域住民全体の不快感や反発を招き、地

域興し等の施策の遂行を阻害することとなる。 

また、家紋の中には、従前から他家での使用を厳しく禁じ、それが現代において

も特定の家やゆかりの神社等を表す紋として使用されているものがあり、そのこと

が広く一般に認識されているような場合がある。このような場合に当該家紋と無関

係な第三者が登録を受けることは、家紋が表す特定の家等の著名性や顧客吸引力に

便乗することとなる。 

そして、特に、周知・著名な家紋を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行

を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意

図をもって出願をした場合や特定の家を表す紋として著名な家紋を第三者が出願す

                                            
2 神紋、社紋、寺紋及び宗紋は、通常は家紋とは異なるものとして定義されているが、本取扱いでは便宜上

家紋の一種として取り扱う。 
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るなど、登録出願の経緯や商標を採択した理由に、著しく社会的妥当性を欠く場合

においては、公正な取引秩序を乱し社会公共の利益に反することとなる。 

したがって、上記のような場合には商第４条第１項第７号に該当するものと判断

する。 

なお、上記判断においては、当該家紋又は当該家紋に係る人物名の周知・著名性

及び利用状況、当該家紋又は当該家紋に係る人物名に対する国民又は地域住民の認

識、出願の経緯・目的・理由、当該家紋又は当該家紋に係る人物と出願人との関係

等の事実を総合勘案する。この場合、例えば、当該家紋についての利用状況等は不

明であっても、当該家紋に係る人物名の利用状況等を当該家紋の利用状況として勘

案することとする。 

 

③商第４条第１項第１０号 

出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし

て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、その商品

等と同一又は類似の商品等を指定している場合については、商第４条第１項第１０

号に該当するものと判断する。 

 

④商第４条第１項第１５号 

出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし

て需要者の間に広く認識されていること等から、出願人がその商標を使用したとき

に、その商品等の出所について混同を生ずるおそれがあると認められる場合につい

ては、商第４条第１項第１５号に該当するものと判断する。 

 

⑤商第４条第１項第１９号 

出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし

て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、不正の目

的をもって使用するものと認められる場合については、商第４条第１項第１９号に

該当するものと判断する。 

 

⑥商第３条第１項第５号 

   出願された家紋からなる商標が、例えば、以下のように、「○」や「×」の単純

な図形を表した極めて簡単、かつ、ありふれた標章と認識される場合については、

商第３条第１項第５号に該当するものと判断する。 
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本号に該当する例 

                     

加藤清正 蛇の目紋        丹羽長秀 直違（すじかい）紋 

  

  ⑦商第３条第１項第６号 

   家紋は、例えば、「和服」、「五月人形」、「武者人形」、「置物の兜」、「こいのぼり」、

「仏壇」といった商品等について、出所識別標識としてではなく、本来的な家紋と

して付され、あるいは、「シール」、「マグカップ」、「ティーシャツ」といった商品等

について、装飾や模様として利用されている実体がある。そうすると、家紋を付し

たこれら商品等に接する需要者は、単に家を表す印としての家紋又は家紋を表した

装飾や模様が付されたものであると認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識

としては認識しない場合も多いと考える。 

 したがって、出願された家紋からなる商標が、指定商品又は指定役務との関係か

ら、本来的な家紋として、また、装飾や模様としての家紋を認識するにとどまる場

合は、商第３条第１項第６号に該当するものと判断する。 

なお、上記判断においては、当該家紋の知名度、指定商品等の取引の実情等の事

実を総合勘案することとする。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第５号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)」の審査基準 
○「第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの)」の審査基準 
○「第４条第１項第６号(国、地方公共団体等の著名な標章)」の審査基準 
○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
○「第４条第１項第１０号（他人の周知商標）」の審査基準  
○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準  
○「第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使

用する商標）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/15_4-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
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４２．１０７．０７ 

 

著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い 

 
 
１．著名な絵画等を巡る現状と基本的な考え方 

著名な絵画等は、高い文化的価値を有し、その作者の知名度や絵画等の芸術的価

値の高さから、強い顧客吸引力を発揮するものである。そのような著名な絵画等か

らなる商標について、何ら関係のない者が登録を受けることは、当該著名な絵画等

の名声や、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、客観的に、公正な商品又は

サービスに関する取引秩序を維持するという法目的に合致せず、不適切であるとの

指摘がユーザーからされている。 
また、多くの著名な絵画等は、様々な者により商品（例えば「マグカップ」、「被

服」、「スマートフォンケース」等）、商品の包装又は役務の提供の用に供する物（例

えば「包装紙」、「紙袋」等）に係るデザインや装飾として利用されている場合があ

る。   
そうすると、著名な絵画等をこれらの商品等に使用しても、単に商品等のデザイ

ンや装飾の一種であると認識するにとどまり、それが商品等の出所を表したものと

は直ちに認識しない場合も多いと考えられることから、そのような場合、著名な絵

画等からなる商標は自他商品役務の識別標識として機能しないものといえる。 
 
２．具体的な運用方針 

 上記をふまえ、著名な絵画等からなる商標については、次のとおり審査を行うこ

ととする。 

 

（１）対象となる「著名な絵画等」 

（ア）絵画等について 

   本取扱いにおける「絵画等」とは、絵画及びイラストレーションを指すものと

する。1 

   「絵画」とは、「物体の形象を平面に描きだしたもの。特に、芸術作品としての

絵、画。」（広辞苑第六版）とされているところ、本取扱いで対象とする「絵画」

は、例えば 2、フレスコ、油彩、モザイク、ステンドグラス、水彩、素描、版画、

水墨画、コラージュ等の技法により描かれた絵画であると、需要者が認識し得る

                                            
1 本取扱いで対象とする「絵画等」には、アニメーション・漫画・ゲーム等に登場する人物及びマスコット

キャラクター等そのものではなく、これらのキャラクター等を客体として描いた絵画又はイラストレーショ

ンも含むものとする。 
2 絵画[ｶｲｶﾞ](painting) 「…略… 表現材料と技法に応じては、フレスコ、セッコ、テンペラ、油彩、モ

ザイク、ステンドグラス、水彩、素描、版画、コラージュ、樹皮画などに分類される。」（ブリタニカ国際百

科事典） 
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ものとする。 

   また、「イラストレーション」とは、「さし絵。図解。特に見て楽しく誇張・変

形した絵についていう。」（広辞苑第六版）とされているところ、例えば、絵本や

児童書の挿絵の一場面等がこれに該当する。 
   そして、商標の構成については、絵画等そのものでなくても、絵画等の主題部

分の一部を抽出した構成からなると認識し得るものも含むものとする。 

 

（イ）著名性について 

   著名性については、その作品や作者の名声、評価などを十分に考慮し、需要者

に著名な絵画等として広く認識されているか否かにより判断する。なお、その著

名な絵画等の作者が現存するか否かは問わないものとする。 

 

絵画等の著名性 3は、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。 

 ①絵画等を紹介する書籍等に掲載されていること 

 ②美術館等において展覧会が開催されていること 

 ③当該絵画等が掲載された画集等が出版されていること 

 ④当該絵画等がテレビやインターネット等により広く紹介されていること 

 ⑤当該絵画等の作者の周知・著名性 

 

（２）適用条文 

①商第４条第１項第７号 

 出願された商標の構成内容からみて、著名な絵画等そのものを直ちに認識させる

場合には、その著名な絵画等と偶然に一致する標章を採択したものとみることはで

きず、著名な絵画等に依拠し、これを模倣又は剽窃して、その登録出願をしたもの

であると推認し得る。このような著名な絵画等からなる商標について、何ら関係の

ない者に登録を認めることは、著名な絵画等の名声、顧客吸引力を無償で利用する

結果を招来し、客観的に、公正な商品又はサービスに関する取引秩序の維持に反す

るものである。 

 また、著名な絵画等としての評価や名声等を保護、維持することが国際信義上特

に要請される場合や、商標登録に対し国民や地域住民の心情を害し、社会公共の利

益や社会の一般的道徳観念に反する場合、当該絵画等と何ら関係のない者が行った

商標登録出願は、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるものと認められ

るため、商第４条第１項第７号に該当すると判断する。 

なお、上記判断に当たっては、既に著作権が消滅しているか否かは問わない。 

 

②商第４条第１項第１０号、同第１５号及び同第１９号 

 商品又は役務について使用されているものであって、標章として既に周知・著名

となっているものについては、商第４条第１項第１０号、同第１５号あるいは同第

                                            
3 アニメーション・漫画・ゲーム等に登場する人物及びマスコットキャラクター等を客体として描いた絵画

等については、キャラクター等の著名性ではなく、キャラクター等を描いた絵画等としての著名性を判断す

ることに留意する。 
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１９号についても検討する必要がある。 

 これら条文の適用にあたっては、例えば、著名な絵画等が実際の商取引に使用さ

れているものであるか、著名な絵画等の著作権者・複製許諾者や著名な絵画等を保

護するための管理団体等が存在し、その者の業務に係る商品又は役務と混同するお

それがあるか、出願された商標が不正の目的をもって使用するものであるか、等を

考慮して検討する必要がある。 

 

③商第３条第１項第３号 

 出願された商標が、商品等の内容を表示するにすぎない場合、商第３条第１項第

３号に該当すると判断する。 

 例えば、出願された著名な絵画からなる商標が、指定商品又は指定役務（例えば、

第16類「絵画」、第41類「絵画の展示」）との関係において、その商品等の内容を

認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」又は役務の「質」を表示す

るものと判断する。 

 

④商第３条第１項第６号 

 著名な絵画等は、様々な者によりデザインや装飾として商品等（例えば、「マグカ

ップ」、「被服」「スマートフォンケース」等）に利用されることがある実情から、需

要者が商品等に付された著名な絵画等に接した場合、単に商品等の美感や魅力の向

上のために用いられるデザインや装飾の一種として選択されたものと認識するにと

どまり、自他商品役務の識別標識としては認識しない場合がある。 

したがって、出願された商標が、著名な絵画等のみを表してなり、指定商品又は

指定役務との関係から、出所識別標識として認識されるというよりも、デザインや

装飾の一種として認識されるにとどまる場合は、「需要者が何人かの業務に係る商品

又は役務であることを認識することができない商標」（商第３条第１項第６号）に該

当すると判断する。 

 

ただし、③及び④に該当する商標であっても、絵画等と識別力のある文字や図形

とを組み合わせた結合商標であり、全体としても識別力があると認められる場合に

ついてはこの限りではない。また、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商

品等であることを認識するに至っているものと認められる場合についてもこの限り

ではない。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第３号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務

の提供の場所、質その他の特徴等の表示) の審査基準 
○「第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの)」の審査基準 
○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
○「第４条第１項第１０号（他人の周知商標）」の審査基準  
○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
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○「第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使

用する商標）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
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４２．１０７．３５ 
                                                    
国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生

ずるおそれがある商標（「○○審議会」 
「○○公団」「○○協会」等）の取扱い 

 
 
 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれが

ある商標については、原則として次のとおり取り扱うこととする。 
 
１．｢○○審議会」「○○公団」「○○公社」からなる商標 
 「○○審議会」「○○公団」「○○公社」からなる商標（法人格を表す文

字を有する場合を含む。）については、商第４条第１項第７号に該当するも

のとして拒絶することとする。 
 ただし、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体である場合

はこの限りでない。 
 
＜該当するとされた事例＞ 
 ・商標「○○権登録審議会」  ・商標「○○物産公社」      
 ・商標「○○調査庁」 

 
２．｢○○協議会」「○○調査会」「○○協会」等からなる商標 
（１）法人格を表す文字を有しないもの 
   「○○協議会」「○○調査会」「○○協会」等からなる商標であって、

次のいずれかに該当するものについては、商第４条第１項第７号に該当す

るものとして拒絶することとする。 
 ただし、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体である場

合はこの限りでない。 
①特別の法律により設立等された法人の名称と誤認を生ずるおそれがあ

 るもの 
②国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるお

 それがあるもの 
③国又は地方公共団体が定めた許認可等の業務を行っている団体である

 と誤認を生ずるおそれがあるもの 
 
＜該当すると考えられる例＞ 

    商標「労災防止協会」    （労働災害防止団体法第８条に定め 

                   る「労働災害防止協会」と誤認を生

                   ずるおそれがあるもの） 
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商標「○○県物産振興協会」 （地方公共団体と関連する団体である

                  と誤認を生ずるおそれがあるもの） 
   商標「全国商標法検定協議会」（国が定めた許認可等の業務を行っ 

 ている団体であると誤認を生ずるお

                                    それがあるもの） 
 

（２）法人格を表す文字「一般社団法人○○協会」、｢公益社団法人○○協会」

等を有するもの 
   （ｱ）出願人が自然人であるとき 
     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第６条（又は公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律第９条第４項）の規定に反す

ることから、商第４条第１項第７号に該当する。 
   （ｲ）出願人が当該商標が表す法人以外の法人であるとき 

自己の法人名と異なる法人名を自己の商標として採択・使用すること

は、商取引の秩序を混乱させるおそれがあることから、商第４条第１項

第７号に該当する。 
 

３．他の拒絶理由の適用 
 商標が商第４条第１項第７号に該当するものであって、かつ、他の拒絶理

由（例えば商第４条第１項第６号、同第８号、同第１５号等）に該当する場

合は、全ての拒絶理由を通知する。 
      
 
【参考１】 
●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年六月二日法律第四十八号） 
第六条   一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般

社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 
●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 （平成十八年六月二日法律第

四十九号） 
第九条   公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社

団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する

定款の変更をしたものとみなす。  
（略） 
４   公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団

法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。  
５   何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤

認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 
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【参考２：団体名称に使用される文字の語義】 
（出典：①広辞苑第五版（1998.11.11発行）：岩波書店 

②法令用語辞典第六次改訂第５刷（2000.3.10発行）：学陽書房） 

  文 字            語    義  

  審議会 ①行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者  
 の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関。  
 ②国の行政機関に附属し、その長の諮問に応じて、特別の事  
 項を調査、審議する合議制の機関に付される名称である。こ  
 の種のいわゆる諮問機関は、各省各庁に多数設置されており、  

 

固有名詞としては、何々審議会というのが多いが、その所掌

事項の内容に応じ、何々協議会、何々調査会、何々審査会と

いうような名称が付されているものも少なくない。（略）  
  この種の審議会は、地方公共団体その他の団体に附置され  
 る場合もある。  

  
公 団 

①公共的事業経営のための特殊法人の一。第二次大戦後の経

済再建や統制経済のために政府の全額出資で設けられた産業

復興公団・食糧配給公団の類は、現在はほとんど解散廃止。 
私企業に期待できない事業の遂行のために昭和30年代から設

けられた住宅都市整備公団・日本道路公団など。  
 ②法律によって設立される特別の公法人のうち、法律に定め  
 られた一定の公益的事業を営むことを目的とする公法人であ  
 って、「…公団」という名称が付されているものをいう。（略）  

   
公 社 

①公共企業体の別称。特に、日本国有鉄道・日本電信電話公

社・日本専売公社を三公社といったが、現在はすべて民営化。 
（略）  

 ②「公社」は、米国のパブリック・コーポレーション（ｐｕ  
 ｂｌｉｃ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）又はガバーメント・コ  
 ーポレーション（ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ｃｏｒｐｏｒａｔ  
 ｉｏｎ）を範とし、公共の目的を担保するために、必要な公  
 的管理支配の下に独立の経営体として高度の自主性を有する  
 新しい型の公企業の経営体として、国の全額出資によって設  
 立された特別の法人で、政府関係法人の１種である。（略）  

  協議会 ①掲載なし  
 ②通常、行政機関に附属し、その長の諮問を受け、特定事項  
 を協議する（調査審議する）合議制の機関をいう。審議会、  
 調査会等と同様、諮問的・調査的の性質を有し、官庁たる委  
 員会とは異なる。（略）  
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  国、地方公共団体以外の団体等にも法令上協議会という名  
 称を付した諮問的機関が置かれることがある。（略）  
  地方自治法に定める地方公共団体の協議会は多少特殊のも  
 のであって・・（略）  
  特定の団体の名称として用いられることがある。  

  調査会 ①掲載なし  
 ②国、地方公共団体等の機関に附置される合議制の諮問機関  
 の１種。通常、その所掌事務の内容が特に調査的のものであ  
 る場合に、この名称が付されている（地方制度調査会、税制  
 調査会等）。  

  協 会 ①ある目的のため会員が協力して設立・維持する会。  
 ②人又は財産の集合体であって、団体としての組織を有し、  
 社会的には１個の単一体としての存在と機能を有するものを  
 いう。団体というのと大体同意義であるが、団体の名称とし  
 て用いられることが普通なので、昭和５０年法律６４号によ  
 る改正前の政治資金規制法３条２項では、団体の例示として  
 用いられた。  
  法令上、他の語と複合して特定の法人の名称に用いられる  
 こともある。例えば、日本放送協会、信用保証協会…のごと  
 くである。  

 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
○「第４条第１項第６号（国、地方公共団体等の著名な標章）」の審査基準 

○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 

○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準 

 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/15_4-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
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４２．１０７．３６ 
                                                    

「会社」等の文字を有する商標の取扱い 
 

出願商標に含まれる文字について、他の法律によって当該名称の使用等が禁

止されている場合は、商第４条第１項第７号に該当するものとされているとこ

ろ、「会社」等の文字を有する商標は、会社法によって使用の制限があること

から、以下のとおり取り扱うこととする。 
 
１．「会社」等の文字を有し、商号を認識させる場合 
（１） 出願人が自然人であるとき 
  会社法第７条は、「会社でない者はその名称又は商号中に、会社であると

誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」としている。 
  また、会社法第６条によれば、会社はその名称を商号とし、商号中に、株

式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならな

いと規定されていることから、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社

及び株式会社を認識させる表記として一般的に用いられている「（株）」の

文字を含む場合に、商号を認識させることとする。 
  よって、自然人が、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同

会社」、「（株）」の文字を含む商標を出願した場合には、商第４条第１項

第７号に該当するものと判断する。 
 
（２） 出願人が当該商標が表す法人以外の法人であるとき 

会社法第６条第１項は、会社はその名称を商号としなければならないと規

定する。 
よって、自己の商号と異なる商号を自己の商標として採択・使用すること

は、商取引の秩序を混乱させるおそれがあることから、商第４条第１項第７

号に該当するものと判断する。 
   
２．他の拒絶理由の適用 
 商標が商第４条第１項第７号に該当するものであって、かつ、他の拒絶理

由（例えば商第４条第１項第８号、同第１５号等）に該当する場合は、全て

の拒絶理由を通知する。 
 

※会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号）  

（会社と誤認させる名称等の使用の禁止） 

第六条 会社はその名称を商号とする。 

２ 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それ

ぞれの商号中に、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を

用いなければならない。 
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 ３ 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのあ

る文字を用いてはならない。 

第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるお

それのある文字を用いてはならない。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準 
○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 

○「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準 

 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
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４２．１０８．０１ 
 

第４条第１項第８号に関する承諾書の取扱い 
 

 
 第４条第１項第８号に関して提出される他人の承諾書には、１．当該者であ

ることを特定する記載、及び、２．出願人が当該商標登録出願について商標登

録を受けることを承諾する旨の記載、を行うものとする。 
 
１． 当該者であることを特定する記載について 
（１）原則、当該者であることを特定するため、承諾書には、その者の氏名又

は名称及び住所又は居所の記載を必要とする。 
なお、住所又は居所の記載に関しては、当該者であることの特定が容易

な記載（個人であれば住所、法人であれば本店所在地）であることが望まし

い。居所等の記載がされている場合で、意見書等の記載を含めても当該者で

あることが特定できない場合には、出願人に対して通知書を送付する等によ

り確認をする。 
 

（２）著名と認められる者であり、当該者の氏名・芸名・筆名等のみで個人が

特定可能と判断される場合には、当該者の氏名・芸名・筆名等が明記されて

いれば十分とし、住所又は居所の記載がなくても認める 。 
 
２． 出願人が当該商標登録出願について商標登録を受けることを承諾する旨

の記載について 
商標登録出願の番号、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を

記載した上で、当該出願について、出願人が商標登録を受けることを承諾す

る旨を記載する。 
 

３． 承諾書のひな形 
 （別紙）参照 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
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（別紙） 

 
 

承諾書 
 
 

  令和  年  月  日  
  

                      住所又は居所 
                      氏名又は名称等       
                      

 
  
 私、「○○」は、「△△（出願人の氏名又は名称）」が、下記の商標登録出願

について、商標登録を受けることを承諾いたします。 
 

記 
 
 
１． 商標登録出願の番号 
 
 
 
２． 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 
 

第●類 ・・・・ 
 
第▲類 ・・・・ 

 
 

以上  
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４２．１０８．０２ 

 

商標法第４条第１項第８号における「商標の使用をする商品又
は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」

の審査に関する具体的な取扱い 

 

 

第４条第１項第８号のうち、「商標の使用をする商品又は役務の分野におい

て需要者の間に広く認識されている氏名」の判断における具体的な取扱いにつ

いては、以下のとおりとする。 

  

１．「商標の使用をする商品又は役務の分野」について 

出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のた

め、同号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けるにあたっては、

その判断基準となる需要者の範囲を指定商品又は指定役務の需要者に厳密に限

定せず、指定商品又は指定役務を中心として、ある程度幅をもった需要者を対

象とすべきと考えられる。そして、当該需要者において他人が想起・連想され

る場合、人格権保護の見地から、当該他人の承諾なしに商標登録することがで

きない対象とすべきである。 

したがって、「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断にあたっては、

人格権保護の見地から、当該商標の指定商品又は指定役務のみならず、当該他

人と関連性を有する商品又は役務のほか、他人が製造・販売する商品や提供す

る役務等に限られない、当該他人の活動をも勘案する。 

なお、その際には、当該商標の指定商品又は指定役務と当該他人と関連性を

有する商品又は役務等の業種、性質、需要者の範囲等、両者の関係性を合わせ

て考慮することとする。 

 

２．「需要者の間に広く認識されている氏名」について 

 「需要者の間に広く認識されている氏名」とは、１．の「分野」において「需

要者の間に広く認識されている氏名」であり、その判断にあたっては、人格権

保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分

に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想

起・連想し得るかどうかに留意する。 

 ここで、同号における周知性の判断に際しては、その他人の氏名が認識され

ている範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合

に、相当程度の需要者が当該他人を想起・連想し得るかどうかに留意するもの

とし、全国的に知られている者や分野におけるすべての需要者層に知られてい

る者でなくとも、同号が適用され得るものとする。 
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３．「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識さ

れている氏名」に該当すると考えられる例 

（例１） 

ファッションデザイナー商標太郎氏について、同氏がデザイナーを務めるア

パレルブランド「商標太郎」は全国の主要都市に路面店を有し、複数の百貨店

においてもテナント出店して「被服」を販売していることが認められるほか、

同氏の新作は、海外でのファッションブランドの新作発表会でも発表されたこ

とがある。ここで、同氏とは全く関係がなく、同氏の承諾を得ていない者が、

以下の商標を出願した。 

 

商標「商標太郎」 指定商品「履物，かばん類」 

 

この場合、商標太郎氏は、「被服」の商品との関係において相当程度需要者

に知られていると認められる。また、当該商品が、上記指定商品と密接な関係

を有する場合、同氏が商品「履物，かばん類」の製造・販売等を行っていない

としても、その商品に氏名が使用された場合に、指定商品の分野における相当

程度の需要者が同氏を想起・連想し得るため、上記出願商標は、同号に該当す

る。 

 

（例２） 

中華料理人商標次郎氏について、同氏が経営する中華レストラン「商標次郎」

が一地方において複数店舗存在しており、「中華料理の提供」の役務を提供し

ていることが認められ、全国紙で複数回取り上げられたりローカルテレビで特

集が組まれたりしている。ここで、同氏とは全く関係がなく、同氏の承諾を得

ていない者が、以下の商標を出願した。 

 

商標「商標次郎」 指定商品「チャーハンのもと」 

 

この場合、一地方において、商標次郎氏は、「中華料理の提供」の役務との

関係において相当程度需要者に知られていると認められる。また、当該役務が

上記指定商品と密接な関係を有する場合、同氏が商品「チャーハンのもと」の

製造・販売等を行っていないとしても、その商品に氏名が使用された場合に、

指定商品の分野における相当程度の需要者が同氏を想起・連想し得るため、上

記出願商標は、同号に該当する。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
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４２．１０８．０３ 

 

商標法第４条第１項第８号における「政令で定める要件」の審
査に関する具体的な取扱い 

 

 

第４条第１項第８号のうち、「政令で定める要件」（以下「政令要件」とい

う。）は商標法施行令において「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人

との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標

登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することとされたと

ころ、この判断における具体的な取扱いについては、以下のとおりとする。 

なお、政令要件が具備されているかの審査にあたっては、職権による調査に

加えて、出願人が願書中に「【その他】」欄を設けて政令要件を具備する旨を

記載し、あるいは上申書によってその旨述べることを妨げない。 

 

１．「相当の関連性」について 

「相当の関連性」の判断においては、登録後は氏名が商標として使用される

ことに鑑み、出願商標に含まれる氏名と出願人自身又は出願人の業務との結び

つきの程度を考慮する。「相当の関連性」があるものと判断する場合とは、商

標審査基準第３ 七、第４条第１項第８号の８．（１）に掲げる場合のほか、

例えば、以下の場合が考えられる。出願時において当該氏名を含む商標を使用

していない場合であっても、使用の準備を相当程度進めている等、使用してい

ることと同視できるような事情が確認できる場合はこれを考慮することができ

る。 

「相当の関連性」は、商標構成中の文字としての「他人の氏名」との関連性

を求めるものであり、実在する他人として、拒絶理由通知等において「引用さ

れた氏名」の者との関連性を求めるものではない。そのため、当該他人の承諾

を得ていることをもって「相当の関連性」が直ちに認められるものではないが、

すべての当該他人から承諾を得ている事実があれば、当該他人の人格的利益を

害するおそれは低いと考えられるため、これを「相当の関連性」があると判断

する要素として考慮する。 

なお、その使用及び使用の意思が明確でない場合やこの点に疑義がある場合

には、必要に応じて追加資料の提出等を求めることがある。 

 

（１）「相当の関連性」があると考えられる例 

① 商標に含まれる他人の氏名が、出願人の雅号、芸名又は筆名である場合 

② 商標に含まれる他人の氏名について、芸能事務所たる出願人が考案した 

芸名であって、出願人と業務上の関係がある者が使用している場合 
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③  商標に含まれる他人の氏名について、出願人がその氏名を使用した商品

を製造・販売することを内容とするライセンス契約を当該他人と結んでい

る場合 

④  商標に含まれる他人の氏名について、出願人が自己の業務に係る商品又

は役務の出所を表示するキャラクター名として使用している事実がある場

合 

 

（２）「相当の関連性」がないと考えられる例 

①  商標に含まれる他人の氏名が、出願人の単なる思いつきにすぎないこと

が明らかな場合 

②  商標に含まれる他人の氏名が、出願人の知人の氏名等であり、単なる私

的関係にすぎないことが明らかな場合 

 

２．「不正の目的」について 

 「不正の目的」があるものと判断する場合とは、職権による調査の結果、例

えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的が、公開

されている情報や情報提供等により得られた資料から認められる場合である。 

 なお、当該他人の承諾を得ている場合、「不正の目的」がないものと推認す

る。 

 

【参考】 

○商標法施行令（昭和 35年 3月 8日政令第 19号） 

(政令で定める要件) 

第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当す

ることとする。 

一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。 

二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第８号（他人の氏名又は名称等）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-1-8.pdf
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４２．１１０．０１ 
 

地域団体商標を包含する通常商標の出願に関する 

商標法第４条第１項第１０号等の適用について 

 

［取扱い］ 

地域団体商標は「地域の名称＋商品の普通名称等」の文字によって構成され

るところ、構成中に当該文字（以下「地域団体商標に相当する文字」という。）

を有する通常商標の出願については、地域団体商標に相当する文字が他人の業

務に係る商品又は役務を表示するものとして、少なくとも一地方で需要者の間

に広く認識されているときは、当該文字に係る商標を引用して、商標法第４条

第１項第１０号を適用することとする。 
なお、同号の適用は、通常商標の指定商品又は指定役務と引用する商標に係

る商品又は役務が類似する場合に限られるが、商品又は役務が非類似の関係に

ある場合には、第４条第１項第１５号の適用を考慮するものとする。 

 

（説明） 

１．検討の必要性 

別紙の（例１）のＡ及びＢのような商標が出願された場合、仮に、Ｂの地

域団体商標に係る文字部分が商標法第３条第２項に相当する周知性がなく、

識別力がないものとして、Ａの商標を登録するならば、地域団体商標の出願

人の構成員でない者や、構成員であっても団体の定めに従っていない者にも、

Ａに係る商標権者としてＢの地域団体商標に係る文字を有するＡの商標の

使用権が認められることとなり、地域団体商標制度の趣旨が没却するとの懸

念がある。 
 
２．商標法第４条第１項第１０号の適用について 

地域団体商標制度は、「地域の名称及び商品の普通名称等」からなる商標

について、商標法第３条第２項の要件を満たしていなくとも、「使用をされ

た結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとし

て需要者の間に広く認識されている」（商標法第７条の２第１項）ときは、

商標登録を認める制度である。商標法第７条の２第１項の商標審査基準によ

れば、その周知性は「全国的な需要者の間に認識されるに至っていなくとも、

一定範囲の需要者、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されて

いることを必要とする」としている。 
一方、別紙の（例１）のような場合において、未登録のＢ商標を引用して

Ａを拒絶する理由としては、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するも

のとして需要者の間に広く認識されている商標」を引用商標とする商標法第
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４条第１項第１０号が考えられる。同号の審査基準では、その周知性の要件

を『需要者の間に広く認識されている商標』には、最終消費者まで広く認識

されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、

全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている

商標をも含む」とし、商標法第７条の２第１項の周知性の要件とほぼ同様の

周知性をもって同号の適用を認めている。 
  商標法第７条の２第１項、同法第４条第１項第１０号を適用できる周知性

を有していても、商標法第３条第２項の周知性は同項の審査基準では「その

商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう」と解され

ているから、必ずしも、その周知性をもって商標法第３条第２項の要件を満

たしているとはいえず、商標登録を受けることはできない。しかしながら、

少なくとも地域団体商標が周知性を獲得した一地方においては、当該商標は

識別機能を発揮するから、他人が当該商標を含む商標を使用するならば商

品・役務の出所の混同を生ずるおそれがある。 
したがって、このような場合には未登録の周知商標と出所の混同を生ずる

おそれのある商標の登録を防止することを目的とする商標法第４条第１項

第１０号を適用すべきである。 
また、商標法第７条の２第１項と同法第４条第１項第１０号の周知性の要

件がほぼ同一と考えられることを踏まえると、この取扱いによって、地域団

体商標制度の趣旨が没却するとの懸念も解消されることが期待できる。 
なお、本取扱いは、上記のとおりであるから、従来からの商標法第４条第

１項第１０号の解釈を変更するものでもない。 
 
３．その他の具体的な適用範囲 

 
（１）非類似の商品又は役務を指定する出願への商標法第４条第１項第１５号

の適用について 

別紙の（例１）のように、ＡとＢの商標には、共通の商品の普通名称等が

含まれており、商標法第４条第１項第１６号の適用等によって、その指定商

品又は指定役務が商品又は役務の普通名称等に相当するものに限定される

と考えられることを踏まえると、多くの場合、指定商品又は指定役務は、同

一又は類似の関係にある商品又は役務になるものと思われる。 
しかし、別紙の（例２）のとおり、非類似の商品又は役務の関係の場合も

あり得るところ、その場合は、商品又は役務の関係を踏まえ、商標法第４条

第１項第１５号の適用も考慮するものとする。 
 

（２）出願前の地域団体商標について 

上記１．においては、出願中の地域団体商標を事例としていたが、商標法

第４条第１項第１０号の趣旨が未登録周知商標の保護であることからすれ

ば、出願されているか否かを問わず商標法第４条第１項第１０号の適用をす

るものとする。 
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また、出願されていない場合に、この取扱いによって、周知商標に係る事

業者が商標法第７条の２第１項に規定する組合等であるか否かなどについ

てまで調査を要するものではない。商標法第４条第１項第１０号は、周知商

標の所有者が、商標法第７条の２第１項の地域団体商標の主体要件を満たす

ことまで適用の要件とはされていないからである。 
なお、上記の点については、商標法第４条第１項第１５号の適用において

も、同様と考えられる。 
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４２．１１１．０１ 
 

出願人の同一認定に関する取扱い 
 
 商標登録出願等の審査においては、出願人と登録されている権利（商標権又

は防護標章登録に基づく権利）を有する者等を、それぞれ照合し、両者が同一

人であるか否かを認定することを要する場合があるが、その認定に当たっては、

住所、氏名等の表示が全く同一であることを必要とすることなく、以下のとお

り取り扱うものとする。 
 
１．一致するものとみる場合 
 （1）明らかな音訳上の相違による場合   

      ･･････････レファリング、カンパニー                  
                ･･････････リファリング、カンパニー 

      ･･････････カリフォニア州サンタマリア ５０１  
      ･･････････カリフォルニア州サンタマリア５０１ 
      オーストリア国･･････････  
      オーストリヤ国･･････････ 
      ･･････････コーポレーション  
      ･･････････コーポレイション 
      ･･････････カンパニー 
      ･･････････コンパニー 
      ･･････････コムパニー 

（2）住所及び組織の表示に用いられる語とその略語を音訳したものと認めら

れる場合1 
   【住所】 

      ･･････････アベニュー  
      ･･････････エーブイ 
      ･･････････ディストリクト                  

                ･･････････ディスト 
      ･･････････ノース  
      ･･････････エヌ 

   【組織】 
      ･･････････カンパニーリミテッド  
      ･･････････シーオーエルティーディー 

                                            
1  代表的な例を掲載したものであり、この例示以外にも、住所や組織の表示として用いられる語とその

略語が使用されている実情等を考慮して、一致するとみる場合がある。また音訳の表記は、例示以外に

慣用されている使用の実情（「ブ」を「ヴ」と表示するなど）があるときは、当該表記を同一と認定す

ることを妨げるものでもない。 

例１ 

例２ 

例３ 

例４

 
例５

 

例１

 
例２ 

例３ 

例１
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      ･･････････ソシエテ アノニム                  
                ･･････････エスアー 

      ･･････････アクチェンゲゼルシャフト  
      ･･････････アーゲー 

（3）行政区画又は土地の名称の変更による相違の場合 
（なお、商標登録令第１０条で準用する特許登録令第３９条において原簿に記録され

た名称は変更されたものとみなされる。） 
      川崎市川崎区････････  
      川崎市高津区････････ 

（4）国名、領地の変更による相違の場合 
      ドイツ民主共和国ベルリン･･････････  
      ドイツ連邦共和国ベルリン･･････････ 

（5）旧氏併記による相違の場合2 
   商標 花子  
      商標（特許） 花子 

特許 花子  
      商標（特許） 花子3 

（6）区切り記号（コンマ、ピリオド、中点、句点、読点）及び連字符（ハイ 
フォン）の有無又は相違による場合   

      アール、シー、エー、コーポレーション  
      アール シー エー コーポレーション 
      エヌ、テー、エヌ東洋ベアリング  
      エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング 
      リチャードソン－メレル・インコーポレーテッド  
      リチャードソン メレル インコーポレーテッド 

（7）その他               
       ･･････････番地なし  

      ･･････････ 
      東京都世田谷区世田谷２－１３番  
      東京都世田谷区世田谷２－１３ 
      ･･････････１００３６ニューヨーク州ニューヨーク･･･････  
      ･･････････ニューヨーク州ニューヨーク･･････････ 

                                            
2  自然人の氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏を括弧書で併せて記

載することができる（商施規第２２条第１項において準用する特施規第１条第４項、商登施第１７条第

３項において準用する特登施第１０条第９項）。なお、旧氏とは、住民基本台帳法施行令第３０条の１

３に規定する旧氏をいい、外国人にあっては、当該国においてこれに相当するものをいう。ここでは、

「商標」は戸籍上の氏、「特許」は旧氏を表す。 
3  旧氏使用者の負担軽減及び案件処理の迅速化に資すると考えられることに鑑み、住所が同一である場

合に限り、氏名が一致するものとみる。 

例 

例 

例１ 

例２ 

例３ 

例１ 

例２ 

例３ 

例２ 

例３ 

例１ 

例２ 



４２．１１１．０１ 

- 3 - 
（令和３．１０ 改訂） 

 
２．一致するものとみない場合 

      昭和アルミニュウム株式会社  
      昭和アルミニウム株式会社              
      ･･････････郡･･････････町･･････････  
      ･･････････郡･･････････････････････ 
      東京都台東区浅草聖天町２－３６  
      東京都台東区聖天町２－３６ 
      東京都中央区銀座西７丁目３番地１  
      東京都中央区銀座西７丁目３番地 
      呉市高木町一丁１３８番地  
      呉市高木町１３８番地 
      ･･････････字･･････････  
      ･･････････････････････ 

例１ 

例２ 

例３ 

例６ 

例５ 

例４ 
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４２．１１１．０３ 
 

出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 
 

 
 商標審査基準 第３ 十、第４条第１項第１１号 
13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 

出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主

張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして

取り扱う。 

  

(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること 

(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること 

(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承し

  ている旨の証拠 

 

  ((1)又は(2)に該当する例)  

(ｱ) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合 

(ｲ) (ｱ)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標 

 権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合 

 

（考え方） 

 本基準は、商第４条第１項第１１号の例外的な取扱いを定めたものであり、

従来の商標及び商品又は役務の類否判断には一切影響を及ぼすものではなく、

いわゆるコンセント制度の導入を認めたものでもない（「産業構造審議会知的

財産分科会商標制度小委員会」第２回資料３参照）。また、本基準の対象とな

る出願人と引用商標権者の関係は、以下のとおり親子会社の関係にある場合に

限るものであり、その他出願人と引用商標権者が一定の関係（例えば、兄弟会

社、孫会社、グループ会社、フランチャイザー・フランチャイジー）にある場

合であっても、本基準の対象となるものではない。 

 

１．支配関係について 
出願人と引用商標権者に支配関係がある場合及びその判断方法は、次のとお

りとする。 
（１） 引用商標権者が出願人の支配下にある場合 

（ｱ） 出願人が、引用商標権者の総株主の議決権の過半数を有する場合 
（ｲ） （ｱ）に該当しないが、①出願人と引用商標権者の間に資本提携の

       関係があり、かつ、②引用商標権者の事業活動が事実上出願人の

      支配下にあると認められる場合 
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（２） 出願人が引用商標権者の支配下にある場合 
（ｱ） 引用商標権者が、出願人の総株主の議決権の過半数を有する場合 
（ｲ） （ｱ）に該当しないが、①出願人と引用商標権者の間に資本提携の 

関係があり、かつ、②出願人の事業活動が事実上引用商標権者の

   支配下にあると認められる場合 
（３） 立証資料について 

（１）(ｱ）及び（２）(ｱ）については、すでに公になっている株主構成が

わかるもの（例えば、会社四季報の写し）等を提出する。 
（１）（ｲ）及び（２）（ｲ）について、①については、出願人又は引用商標 

権者が他方の会社の発行済株式の１０％以上５０％以下を保有してい

ることを、②については、例えば、出願人がその会社に役員を派遣し又

はその会社の経営を恒常的に指導していること等を証明する書類（会社

案内、カタログ、定款、パンフレット等）を提出する。 
なお、出願人と引用商標権者に支配関係があるか否かは変動しうるた

め、支配関係があることを立証する資料については、他の出願の審査に

おいて提出した資料を援用して利用することはできないものとする。 
 
２．引用商標権者が出願に係る商標が登録されることを了承していること 
 引用商標権者が、出願商標が登録されることを了承していることを証明する

には、例えば、以下のような書面を提出する必要がある。 
 
（例） 

 

陳述書 

 

当社は、出願人★★★による商標登録出願、商願〇〇－△△△△に係る商

標法第４条第１項第11号に該当するとした拒絶理由通知における引用商標

（登録第□□□□号）の商標権者です。 

当社は、上記出願に係る商標が、登録を受けることについて了承いたしま 

す。 

以上のとおり相違ありません。 

 

令和  年 月 日 

（引用商標権者） 

住所 

    名称  

    代表取締役 ×××      

 

３．既登録又は先願商標と同一の出願について 
 出願人と引用商標権者の間に支配関係が認められ、かつ、引用商権権者が出

願商標が登録を受けることについて了承している場合であっても、引用商標と

出願に係る商標が同一であり、かつ、指定商品又は指定役務も同一であるとき

は、本号に該当するものとして登録を認めない。なお、指定商品又は指定役務
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が同一であるか否かは、商標審査便覧４１．０１の１．及び２．に従い判断す

る。 
 
４．商標及び指定商品又は指定役務の類否判断について 
本取扱いは、商標を使用する利便性及び需要者が商品又は役務の出所の誤認

混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮して、

出願人と引用商標権者が一定の関係にあり、かつ、引用商標権者が当該商標登

録出願が登録されることを了承している場合に特別に登録を認める取扱いであ

る。 
したがって、本取扱いは、商標の類否判断及び指定商品又は指定役務の類否

判断に影響を及ぼすものではなく、従来の解釈の変更をするものでもない。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
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４２．１１４．０１ 

 

種苗の登録品種の名称に関する取扱い 

 
 

種苗の登録品種の名称に関しては、指定商品又は指定役務に応じて、以下のとおり取

り扱う。 

 

１．指定商品が「対象類似群」(33C01又は 33D01)が付与される商品である場合又は指定役

務が「対象類似群」に関する商品を取扱商品とする小売等役務の場合 

【対象類似群】 

①33C01「種子類」 

②33D01「木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽」 

 

（１）出願商標が、種苗法 1により品種登録を受けた品種（以下「登録品種」という。）の

名称と同一又は類似していて、品種登録の存続期間内である場合は、商第４条第１項

第１４号に該当する。 

 

（２）出願商標が、種苗法により品種登録を受けた品種の名称と認識されるが、品種登録

の存続期間が満了した等により育成者権が消滅した場合（以下「抹消済登録品種名」

という。【注意】①も参照すること。）については、商第３条第１項第１号、同項第３

号又は同項第６号の規定に該当するものとする。 

 

（３）出願商標が、登録品種の名称と認識される文字（抹消済登録品種名についても同

様）と識別力のある図形等からなる結合商標であり、商品の品質又は役務の質につい

て誤認を生ずるおそれがあると認められるときは、商第４条第１項第１６号に該当す

る。 

 

【注意】 

①品種登録が何らかの理由で満了前に取り消されて消滅した場合も、種苗法第２２条

を考慮し、その存続期間に拘わらず、登録期間が経過（満了）した場合と同様の取

扱いとする。 
②品種登録については、農林水産省品種登録ホームページ

                                                   
1 種苗法第 18 条第 1 項に規定 
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（http://www.hinshu2.maff.go.jp/）の「品種登録データ検索」にて、満了若しくは取消

の有無に関する最新の情報を確認して、適用条文を確定する。 

 

【参考審決】 

種苗法と商標法は目的が違い、それぞれの法目的に相応した、商品の類似範囲が存在

（種苗法においては種苗法施行規則第１７条）するものであるから、種苗法における

商品の類否をもって、商標法における商品の類否の判断とすることはできない。（不

服 2002-004926） 

 

２．指定商品が果実や野菜等の「収穫物」（上述の「対象類似群」に該当するものを除

く。）である場合 

（１）出願商標が登録品種の名称と認識される場合であって、「当該登録品種に関する収穫

物」又は「収穫物全般（果実、野菜等）」を指定商品とする場合は、商第３条第１項第

３号に該当する。また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認められる

ときは、商第４条第１項第１６号に該当する。（例１参照） 

 

（２）抹消済登録品種名についても、（１）と同様に取り扱う。 

 

（３）出願商標が、登録品種の名称と認識される文字（抹消済登録品種名についても同

様）と識別力のある図形等からなる結合商標であり、「当該登録品種に関する収穫物」

を指定商品とする場合であって、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認

められるときは、商第４条第１項第１６号に該当する。（例２参照） 

 

（例１）登録品種に「とちひめ」（「作物区分 野菜 農林水産植物の種類：Fragaria 

L. 和名：いちご属」）があり、「とちひめ」の商標が「果実」を指定商品として

商標登録出願された場合 

商品「いちご」との関係において、商品「いちご」の品種名を表示するものと

して、商第３条第１項第３号に該当する。また、「とちひめ種のいちご」以外の商

品「いちご」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある

として、商第４条１項第１６号に該当する。 

 

（例２）登録品種に「とちひめ」があり、「♪♪とちひめの恵み」の商標が「いちご」

を指定商品として商標登録出願された場合。 

「とちひめ種のいちご」以外の商品「いちご」に使用するときは、商品の品質

について誤認を生ずるおそれがあるとして、商第４条１項第１６号を適用する。 

 

３．指定商品が果実や野菜等の収穫物を原材料とする「加工品」である場合 
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（１）出願商標が登録品種の名称と認識される場合であって、「当該登録品種に関する収

穫物を原材料として使用する加工品」を指定商品とする場合は、商第３条第１項第３

号に該当するか否かを判断するとともに、商品の品質について誤認を生ずるおそれが

あると認められるときは、商第４条第１項第１６号に該当する。 

 

（２）抹消済登録品種名についても、（１）と同様に取り扱う。 

 

（３）出願商標が、登録品種の名称と認識される文字（抹消済登録品種名についても同

様）と識別力のある図形等からなる結合商標である場合であって、「当該登録品種に

関する収穫物を原材料として使用する加工品」を指定商品とする場合は、商品の品質

について誤認を生ずるおそれがあると認められるときは、商第４条第１項第１６号に

該当する。（例２参照） 

 

（例１）登録品種に「とちひめ」があり、「とちひめ」の商標が「パン」を指定商品と

して商標登録出願された場合。 

指定商品中「いちごを使用したパン」との関係においては、商品の原材料（「と

ちひめ種のいちご」）を表示するものとして、商第３条第１項第３号に該当する。

また、「とちひめ種のいちご」以外の「いちご」を原材料に使用するときは、商品

の品質について誤認を生ずるおそれがあるとして、商第４条１項第１６号に該当

する。 

 

（例２）登録品種に「とちひめ」があり、「♪♪とちひめの恵み」の商標が「アイスク

リーム」を指定商品として商標登録出願された場合。 

指定商品中「いちごを使用したアイスクリーム」との関係においては、「とちひ

め種のいちご」以外の「いちご」を原材料に使用するときは、商品の品質につい

て誤認を生ずるおそれがあるとして、商第４条１項第１６号を適用する。 

 

４．指定役務が果実や野菜等の「収穫物」（上述の「対象類似群」に該当するものを除

く。）を取扱商品とする小売等役務の場合 

 

（１）出願商標が登録品種の名称と認識される場合であって、「当該登録品種に関する収穫

物」又は「収穫物全般（果実、野菜等）」を取扱商品とする小売等役務の場合は、商第

３条第１項第６号に該当する。また、役務の質について誤認を生ずるおそれがあると

認められるときは、商第４条第１項第１６号に該当する。 

 

（２）抹消済登録品種名についても、（１）と同様に取り扱う。 
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（３）出願商標が、登録品種の名称と認識される文字（抹消済登録品種名についても同

様）と識別力のある図形等からなる結合商標であり、「当該登録品種に関する収穫物」

を取扱商品とする小売等役務の場合であって、役務の質について誤認を生ずるおそれ

があると認められるときは、商第４条第１項第１６号に該当する。 

 

５．指定役務が果実や野菜等の収穫物を原材料とする「加工品」を取扱商品とする小売等

役務の場合 

（１）出願商標が登録品種の名称と認識される場合であって、「当該登録品種に関する収

穫物を原材料として使用する加工品」を取扱商品とする小売等役務の場合は、商第３

条第１項第６号に該当するか否かを判断するとともに、役務の質について誤認を生ず

るおそれがあると認められるときは、商第４条第１項第１６号に該当する。 

 

（２）抹消済登録品種名についても、（１）と同様に取り扱う。 

 

（３）出願商標が、登録品種の名称と認識される文字（抹消済登録品種名についても同

様）と識別力のある図形等からなる結合商標であり、「当該登録品種に関する収穫物

を原材料として使用する加工品」を取扱商品とする小売等役務の場合であって、役務

の質について誤認を生ずるおそれがあると認められるときは、商第４条第１項第１６

号に該当する。 

 

６．留意事項 

商第４条第１項第１６号を適用する範囲については、上記に定める範囲に必ずしもとど

まるものではなく、登録品種の名称の周知性を充分考慮して判断するものとする。 

 

 

【参考】 

◯種苗法 

第十八条  農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種

登録をしなければならない。  

２  品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  

一  品種登録の番号及び年月日  

二  品種の属する農林水産植物の種類  

三  品種の名称  

四  品種の特性  

五  育成者権の存続期間  

六  品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所  

七  前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項  
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３  農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその

旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。  

 

第二十二条  登録品種（登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。）の種苗を業として譲

渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称（第四十八条第二項の規定により名称が変

更された場合にあっては、その変更後の名称）を使用しなければならない。  

２  登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令

で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合に

は、当該登録品種の名称を使用してはならない。  

 

○平成１８年（行ケ）第１０２２９号審決取消請求事件〔平成１８年９月２７日判決言渡〕「紅隼

人」事件 

商標法３条１項３号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは，このような商標は，

取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占

使用を認めるのは公益上適当でないとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場合自他

商品識別力を欠くものであることによるものと解される（最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷

判決・裁判集民事１２６号５０７頁，判例時報９２７号２３３頁参照。）。この趣旨に照らせば，本

件審決時において，当該商標が指定商品の原材料又は品質を表すものと取引者，需要者に広く認識

されている場合はもとより，将来を含め，取引者，需要者にその商品の原材料又は品質を表すもの

と認識される可能性があり，これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断される

ときには，その商標は，同号に該当するものと解するのが相当である。 

・・・・・・・（中略）・・・・・・・ 

「紅隼人」を和菓子類やアイスクリームの原材料として利用することができ，あるいは実際に利用

されていることが取引者，需要者に広く知られていたと認められる以上，本件商標を，「ベニハヤ

ト」を使用したアイスクリームに使用した場合，取引者，需要者は，商品の原材料，品質を表示し

たものと理解して，自他商品を識別する標識とは認識しないというべきである。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１４号（種苗法で登録された品種の名称）」の審査基準 

○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、

質等の表示）」の審査基準 

○「第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの）」の審査基準 

○「第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認）」の審査基準 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/23_4-1-14.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
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４２．１１７．０１ 
 

ＴＲＩＰＳ協定を踏まえた 
商標法第４条第１項第１７号の解釈について 

 
１．知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（以下「TRIPS協定」という。）

第２３条２においては、「地理的表示を含む商標」を拒絶すべき旨規定され

ており、この規定の解釈として、ある商標がこの「地理的表示を含む商標」

に該当するか否かについての判断基準が問題になるが、以下の理由により、

その基準は当該商標に含まれる表示が産品の地理的原産地を特定する表示と

一致するか否かという形式的判断によるものでなければならず、その表示の

使用形態(｢山梨産ボルドー風ワイン｣等)やその地理的表示の日本における著

名性の如何を問わないという趣旨であると解される。 
 
 （理 由） 
 ① TRIPS協定第２３条１において『｢種類｣、｢型｣、｢様式｣、｢模造品｣等の表

現を伴う場合においても』として、需要者の誤認の有無とは無関係に使用

を防止する義務が課されていることから、同条においては当該表示を含む

商標がどのように認識されるかを要件とすることは認められていないと解

される。 
 ② TRIPS協定第２４条６で一般名称化した場合の例外を定めていることを

反対解釈すれば、一般名称化して地理的表示としてではなく用いられてい

る場合であっても、形式的に地理的表示を含むと認められる商標は同第２

３条の適用を受けるというのが原則であると考えられる。 
 
２．TRIPS協定第２３条を上記のように解するので、これを担保する商第４条第

１項第１７号についても、｢日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地（中略）

を表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地

を表示する標章（中略）を有する商標｣と規定することとし、需要者がその標

章を地理的表示と認識するか否かを問わない規定振りとした。 
 したがって、当該商標が原産国で保護されている地理的表示を含む場合に

は、それが国内で地理的表示として認識されているか否かを問わず拒絶すべ

きこととなり、逆に、需要者に地理的表示と混同されうる表示であったとし

ても、その表示が原産国で保護されている地理的表示ではない場合には商第

４条第１項第１６号には該当しても、同第１７号には該当しないこととなる。 
 
３．ただし、「地理的表示を含む」か否かを審査するにおいては、現行の「類

似」の判断基準である外観、称呼、観念を取引の事情を踏まえて総合的に観

察するという基準でなく、当該標章がまさに原産地の表示と一致するか否か
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という基準とするべきである。 
  したがって、「地理的表示を含む」といえるのは、原産国語での原産地の

表示がある場合かその翻訳といえる表示がある場合に限られる。 
 例えば、フランスの「MOULIS」という地理的表示についていえば、漢字で

「森」と表示された場合、通常その表示はフランスの地名の翻訳とはいえず、

原産地の表示とは一致しているとはいえない。また、カタカナで「モリ」と

表示されていても、他の言葉と併せて別の意味を持っている場合(「元気モリ

モリ」)はフランスの地名の翻訳とはいえず、原産地の表示と一致していると

はいえない。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１７号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示）」の審査基準  
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/26_4-1-17.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/26_4-1-17.pdf
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（令和３．８ 改訂） 

４２．１１７．０２ 
 

商標法第４条第１項第１７号の規定による 
産地の指定について 

 
 
 商第４条第１項第１７号の規定による産地の指定については、別紙のとおりであ

る。 
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別 紙 

 
【令和３(2021)．８．２５発行の特許庁公報（公示号）】 

 
商標法第４条第１項第１７号に規定する 

ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 
 

上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく

産地として指定する。 
 

令和３年７月２０日  
特許庁長官  森  清 

 
 
 
 

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章  

山形県 ぶどう酒 山形  

長野県 ぶどう酒 長野 

大阪府 ぶどう酒 大阪 

※産地を表示する標章の欄に掲げた「山形」「長野」「大阪」は当該標章の例示

にすぎない。
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（令和３．８ 改訂） 

【平成３０(2018)．１１．２２発行の特許庁公報（公示号）】 
 

商標法第４条第１項第１７号に規定する 
ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 

 
上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく

産地として指定する。 
 

平成３０年１０月３１日 
特許庁長官 宗像 直子 

 
 
 
 

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章  

北海道 ぶどう酒 北海道  

※産地を表示する標章の欄に掲げた「北海道」は当該標章の例示にすぎない。
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別 紙 

 
【平成２５(2013)．７．２６発行の特許庁公報（公示号）】 

 
商標法第４条第１項第１７号に規定する 

ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 
 

上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく

産地として指定する。 
 

平成２５年７月２６日 
特許庁長官 羽藤 秀雄 

 
 
 
 

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章  

山梨県 ぶどう酒 山 梨  

※産地を表示する標章の欄に掲げた「山梨」は当該標章の例示にすぎない。
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別 紙 

 
【平成１８(2006)．４．２５発行の特許庁公報（公示号）】 
 

商標法第４条第１項第１７号に規定する 
ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 

 
上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく 
商標法（昭和３４年法律第１２７号）第４条第１項第１７号の規定に基づき、平成

１７年１２月２８日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、産地

欄の「鹿児島県（名瀬市及び大島郡を除く）」を「鹿児島県（奄美市及び大島郡を除

く）」に改め、下記の表のように改正し、平成１７年８月１６日の総務省告示第９２

１号の「市町村の廃置分合」により平成１８年３月２０日から適用する。 
 

平成１８年 ３月２０日 
特許庁長官 中嶋  誠 

 
 
 

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章  

鹿児島県 
（奄美市及び 
 大島郡を除く） 

しょうちゅう 薩  摩  

 
※産地を表示する標章の欄に掲げた「薩摩」は当該標章の例示にすぎない。 
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別 紙 

 
【平成１８(2006)．１．２５発行の特許庁公報（公示号）】 
 

商標法第４条第１項第１７号に規定する 
ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 

 
上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく

産地として指定する。 
 

平成１７年１２月２８日 
特許庁長官 中嶋  誠 

 
 
 

産  地 酒  類 ※産地を表示する標章  

鹿児島県 
（名瀬市及び 
 大島郡を除く） 

しょうちゅう 薩  摩  

 
※産地を表示する標章の欄に掲げた「薩摩」は当該標章の例示にすぎない。 
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                                                     別 紙 

 
【平成１６(2004)．４．２３発行の特許庁公報（公示号）】 
 

商標法第４条第１項第１７号に規定する 
ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について 

 
 商標法（昭和３４年法律第１２７号）第４条第１項第１７号の規定に基づき、

平成７年１０月３日に指定された、ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について、

産地欄の「長崎県壱岐郡」を「長崎県壱岐市」に改め、下記の表のように改正

し、平成１５年８月１日の総務省告示第４８８号の「市町の廃置分合」により

平成１６年３月１日から適用する。 
                                                                      
                                       平成１６年３月１８日 
                               特許庁長官 今井 康夫 
 

    産    地   酒  類  ※産地を表示する標章  

  長崎県壱岐市  しょうちゅう    壱  岐  

  熊本県球磨郡  しょうちゅう    球  磨  
 人吉市    

  沖 縄 県  しょうちゅう    琉  球  

 
※産地を表示する標章の欄に掲げた「壱岐」「球磨」「琉球」は当該標章の例

示にすぎない。 
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（ 別紙 参考 ） 

 
 
【平成７(1995)．１１．２４発行の特許庁公報（公示号）】 

 
商標法第４条第１項第１７号の規定に基づく産地の指定について 

 
 上記の件について、次に掲げる産地を商標法第４条第１項第１７号の規定に

基づく産地として指定する。 
 
                    平成 ７年１０月 ３日指定 
 

    産    地   酒  類  ※産地を表示する標章  

  長崎県壱岐郡  しょうちゅう    壱  岐  

  熊本県球磨郡  しょうちゅう    球  磨  
     人吉市    

  沖 縄 県  しょうちゅう    琉  球  

 
   ※産地を表示する標章の欄に掲げた「壱岐」「球磨」「琉球」は当該 
    標章の例示にすぎない。 
 
                      特許庁長官  清川 佑二 
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４２．１１７．０３  

 

世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国の  

ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章について  
 
 
 商標法第４条第１項第１７号に規定する世界貿易機関（ＷＴＯ）の加盟国の

ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章の例として、「原産地名称の保護及

びその国際登録に関するリスボン協定」により国際登録されているぶどう酒又

は蒸留酒の原産地名称は、巻末資料２のとおりである。（平成７年６月２３日

発行 特許庁公報（公示号）参照 巻末資料２－１，２－２） 
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４２．１１８．０１ 
 

商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な 
立体的形状（商標法第４条第１項第１８号）に関する取扱い 

 
 商標法第４条第１項第１８号は、商品又は商品の包装の機能を確保するために

必ず採らざるを得ない不可欠な立体的形状のみからなる商標について商標登録を

認めることとすると、商標権者にその商品又は商品の包装についての生産・販売

の独占を事実上半永久的に許すこととなり、市場における適切な競争を阻害する

おそれがあることから、これを排除する必要があることに基づき設けられた規定

である。 
 本号でいう「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形 
状」であっても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに変わりは

なく、そのような立体的形状からなる商標は、通常は第３条第１項第３号に該当

し拒絶されるものである。 
 したがって、実際上、本号の適用が問題となるのは、その立体的形状が既に使

用されており、使用された結果識別力を獲得するに至った商標、すなわち第３条

第２項の適用が認められる商標がほとんどであろうと考えられる。 
 実際の第４条第１項第１８号の審査においては、第３条第２項の適用のために

提出された広告書類や取引書類等を参考に、主にその商品又は商品の包装の実用

的な利点と謳われている商品又は商品の包装の形状から発揮される機能に着目し

て、本号適用の是非の認定を行うこととし、その場合の商品又は商品の包装の形

状がその機能を確保するために不可欠であるか否かの判断においては、本号を設

けた趣旨を踏まえ、特に次の点を考慮する。 
 
１．その機能を確保できる代替的な形状がほかに存在するか否か。 
 すなわち代替的な形状がほかに存在するときは、その形状が不可欠なもの

とはいえないことから、本号に該当するものとはいえないが、代替的な形状

が存在しないときは、その立体的形状は不可欠な形状であるとの有力な判断

材料となることから、本号が適用され得ることとなる。 
 
２．商品又は商品の包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同

 程度（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。 
 すなわち代替的な形状を採用した場合には、著しく高い費用が必要となる

ならば、同業他者が商取引上の競争において極めて不利な状況におかれ、結

果的に商品等の市場における独占を許すおそれがあることから、本号が適用

され得ることとなる。 
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４２．１１９．０１ 
 

「需要者の間に広く認識されている商標」 
に関連する資料の取扱い 

 
 商標法第４条第１項第１０号、第１１号、第１５号又は第１９号の審査にお

いて、「需要者の間に広く認識されている商標」に関する審査を円滑かつ統一

的に行うため以下の資料を利用するものとする。 
  
 

資料の種類 資料の取扱い  

外国周知商標    掲載されている商標については、原則として  
 ド イ ツ編【｢ﾄﾞｲﾂ産業連盟｣BDI  当該国における需要者の間に広く認識されてい  
       (Bundesverband der  る商標と推認して取り扱うものとする。  
         Deutschen Industrie e.V.)   
       作成】  （関係条文）  
 フランス編【｢ﾌﾗﾝｽ工業所有権庁｣  第4条第1項第19号  
       作成】   
 イタリア編【｢ｲﾀﾘｱ商標模倣品対策   
       協会｣ INDICAM   
       (Istituto di Centromarca   
       per la lotta alla   
       contraffazione)作成】   
 中 国 編【｢中国国家工商行政管   
       理局商標局」作成】   
 韓 国 編【｢AIPPI･KOREA」作成】   
 この資料は、当該国で周知な商標とし   
て、その国（外国政府又は外国政府に準   
ずる公益法人）から情報提供されたもの   
である。   
 今後、情報提供があった場合は逐次追   
加する。   

FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN  掲載されている商標については、わが国にお  
         日本有名商標集 ける周知度、指定商品及び指定役務との関係等  
 を考慮して取り扱うものとする。  
 この資料は、わが国の有名商標として   
社団法人国際工業所有権保護協会日本部  （関係条文）  
会(AIPPI･JAPAN)によって作成され情報  第4条第1項第10号､第11号､第15号､第19号  
提供されたものである。   
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４２．１１９．０２ 

 

外国標章等の保護に関する取扱い 

 

１．著名な死者の肖像若しくは氏名若しくは著名な死者の著名な雅号、芸名若

しくは筆名若しくはこれらの著名な略称（以下「死者の氏名等」という。）死

者の氏名等は、死亡時の配偶者が生存中であって、その配偶者の承認を得てい

ない場合等は、商第４条第１項第７号に該当するものとして拒絶する。 

（参考 商標「MARC CHAGALL」: 昭和62年審判第15651号） 

 

２．周知・著名なキャラクター 

 商品又は役務について使用されているものであって、標章として既に周知・著

名となっているものについては商第４条第１項第１０号あるいは同第１５号に

該当するものとして拒絶する。 

  ＜参考＞キャラクター 

  原著作物中の人物などの名称、姿態、役割を総合した人格というべきもの

 であって、原著作物を通じ又は原著作物から流出して形成され、原著作物そ

 のものからは独立して歩き出した抽象概念であって、それ自体は思想、感情

 を創作的に表現したものとして著作物性を持ち得ない。 

 （-ポパイ事件- 昭和58年(ﾜ)第27号 大阪地方裁判所判決 昭和59年2月28日） 

 

３．外国においてのみ周知、著名な商標 

次の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の商標と

偶然に一致したものとは認め難いことから、これをいわゆる他人の周知、著名

な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、商第４条第１項

第１９号に該当するものとする（「商標審査便覧４２．１１９．０３：商標法

第４条第１項第１９号に関する審査について」参照）。 

  ① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するも

   のであること。 

  ②  その周知、著名商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著

   な特徴を有するものであること。 

    また、その周知、著名商標が使用されている国の政府等から、その商

   標登録出願について国際信義に反するものである旨等、何らかの関心が

   表明されている場合には、その内容等について十分勘案すべきものとす

   る。 

 

 なお、本処理方針の趣旨は、これまで商第４条第１項第７号に該当するとさ

れてきたものであるが、商標法等の一部を改正する法律（平成８年法律第６８

号）により、同第１９号が新設されたことに伴い改めたものである。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_119_03.pdf
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 （参 考） 

 ・商標「LILLYWHITES」：昭和58年審判第3232号（商第4条第1項第7号適用） 

 ・商標「DROTHEE-BIS」：昭和53年(ﾜ)第1264号 神戸地方裁判所判決 昭和57

             年2月21日 

  ・「外国周知・著名商標等のわが国での未登録商標および外国人の名称等の

  保護について」（通知）････別紙１参照 

 ・「外国商標等の保護について」（通知）････別紙２参照 

 

４．周知・著名な商標の所有者本人からの出願（商第４条第１項第１１号の適

用関係） 

 商第４条第１項第１１号の適用に関する標記出願に係る商標と引用商標の類

否の判断においては、両商標より生ずる外観、称呼、観念のいずれかひとつの

判断要素によるべきでないことにとりわけ留意し、指定商品・役務に関する取

引の実情のうち特に当該商標の周知・著名性を十分に踏まえた外観、称呼、観

念の総合的考察によって判断することとし、ひとつの判断要素において近似性

を認められる場合であっても当該総合的考察によって両商標を識別し得ると認

められるときは、標記出願については商第４条第１項第１１号を適用しないも

のとする。 

 （参 考） 

 ・本願商標「ランバン」VS 引用商標「ラーバン」：平成3年(行ｹ)第77号   

   東京高等裁判所判決 平成3年10月15日 

 ・本願商標「Ｄｏｄｇｅｒｓ」VS 引用商標「ロジャース」：平成3年(行ｹ)

  第198号 東京高等裁判所判決 平成4年3月10日 

 ・本願商標「ＬＡＮＣＥＬ」VS 引用商標「ラッセル」：平成4年(行ｹ)第147

  号  東京高等裁判所判決 平成5年6月29日 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○ 「第４条第１項第７号（公序良俗違反）」の審査基準  

○ 「第４条第１項第１０号（他人の周知商標）」の審査基準  

○ 「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準  

○ 「第４条第１項第１５号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準  

○ 「第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的

をもって使用する商標）」の審査基準  

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/19_4-1-10.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/24_4-1-15.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
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外国周知･著名商標等のわが国での 
未登録商標および外国人の名称等の 
保護について           

 
                                     特許庁審査第一部長 八木規夫 
 
１．近時、諸外国との貿易摩擦が激しさを増すなかで、「政府・与党」対外経済
対策推進本部は、昨年７月３０日に、今後３年間に亘って実地する「市場アク
セス改善のためのアクション・プログラムの骨格」を正式に決定しその発表を
行った。 

  これは、自由貿易体制を維持・強化し貿易の拡大均衡を通じて、調和ある対
外経済関係の維持と世界経済の安定的発展を図るために、関税・輸入制限、基
準認証・輸入手続き、政府調達、金融・資本市場・サービス・輸入促進等の六
分野について幅広い改善措置を盛り込み「原則自由、例外制限」の基本視点に
立ち、政府介入をできるだけ少なくして、消費者の選択と責任に委ねることを
内容とするものである。 

  サービス・輸入促進等の分野における貿易摩擦の一環として、工業所有権制
度に関しても、改善措置の検討が要請され、商標関連では、不正商品の取り締
まりの強化とともに、いわゆる非関税障壁の一つとなりつつあるものとしての
外国周知商標のわが国における冒認出願登録の未然防止等が検討課題に取上げ
られ、当庁としても、これを重視し、審査レベルでこれに積極的に対処するこ
ととしたところである。 

２．わが国は、「工業所有権の保護に開するパリ条約」に加盟し、同条約の趣旨
に則った商標法の運用を行うことにより、外国の周知・著名商標、外国人の名
称等の保護に努めている。 

  しかしながら、最近わが国企業等が欧米諸国の外国企業等の商標、名称、略
称等を無断で出願しているという事例が相当数みられ、欧米諸国よりわが国出
願人、特に一流企業の企業姿勢・モラルを問うクレームが続出し、このままで
はわが国商標制度の根幹にかかわるクレームにまでエスカレートしかねない状
況にある。 

  これは、わが国の商標が東南アジアの一部の国において模倣・盗用をされ、
わが国企業がその対応に苦慮されている状況と同質のものである。 

  弁理士会においては、早くより「海外有名ブランドの保護のあり方」として、
その研究に取り組まれ、「昭和５９年度商標委員会調査研究報告」（パテント
1985.7月号掲載）がなされているが、その結論（１）に明確に示されている如
く、外国商標を客体とする商標登録出願の受任に際しては、出願の妥当性を判
断し、指導されるようお願いしたい。 

  他方、わが国の商標制度について必ずしも適切な理解が得られていないこと
が原因と思われるクレームもあり、これについては、外国出願人に対して、わ
が国商標制度についての普及･啓発を強化してまいりたい。 

  これらの措置により、いわゆる商標摩擦を解消し、わが国商標制度の円滑な
運用と発展を図り国際的な信用をたかめるべく努力してまいりたい。 

  ついては、弁理士会々員の方々の一層の御協力を重ねてお願いするものであ
る。 

(昭和６１年１月)

別紙 １ 
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                       平成３年特審一第４３号  

                       平成 ３年１０月２５日  

           殿 

 

外国商標等の保護について(通知) 

 

特許庁審査第一部長 工藤 尚武 

１．我が国は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」に加盟し、同条約の趣旨

に則った商標法の運用を行うことにより、従来より外国商標等の保護に努めて

きており、特に昭和６０年７月「市場アクセス改善のためのアクション・プロ

グラムの骨格」の決定に際しては、特許庁としては、関係団体への説明会の実

施、審査基準等の改正、外国の周知・著名商標集の出版等の措置を講じ、外国

の周知・著名商標、外国人の名称等の保護強化を図ったところである。 

 

２．このような措置と出願人サイドの努力とが相まって、外国商標等の我が国に

おける冒認出願の状況等については、その後相当の改善が見られるものの、依

然として、我が国の一部企業が外国商標等について当該商標等を使用している

外国企業に無断で冒認出願する事例が見られ、最近も、このような事例により

我が国と当該国との経済摩擦に発展しかねない事態が生じている。このような

事態は、我が国企業が外国の商標を冒認出願するような場合には、我が国経済

の世界における現在の地位からして、それが直ちに対外的な経済摩擦に発展し、

我が国全体のイメージを損なう可能性があることを示している。 

 

３．このような状況に加えて、特にサービスマーク登録制度の導入を来年４月に

控えていることにかんがみ、我が国としては、現時点において、外国の商標等

に関する冒認出願を防止するための努力を従来にも増して強化することが必要

であると考えられる。 

 

４．ついては、貴会（貴センター）におかれては、会員（会員企業）に対し、外

国商標等の保護の重要性に関する上記趣旨につき周知・徹底を図られるととも

に、外国企業の商標等の出願を行うに当たっては、当該外国企業の明確な同意

なしにこれを行うことのないよう十分な指導をお願いしたい。なお、特許庁と

しても、法の運用に当たり、外国商標等の冒認出願については、現行法の許す

範囲で厳しい対応を行う方針である。 

 

 

 別 記 

    弁理士会会長            瀧 野 秀 雄 

    社団法人日本食品特許センター会長  桑 原   潤 

    日本特許協会会長          金 尾    實 

別紙 ２ 
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商標法第４条第１項第１９号に関する審査について 

 

１．商第４条第１項第１９号の趣旨 

 

 多年に亘って企業が努力を積み重ね、多大な宣伝広告費を掛けることにより、

需要者間において広く知られ、高い名声、信用、評判を獲得するに至った周知、

著名商標は、十分に顧客吸引力を具備し、それ自体が貴重な財産的価値を有す

るものといえる。 

 これらの周知、著名商標については、第三者の使用により出所の混同のおそ

れまではなくとも、出所表示機能を稀釈化させたり、その周知、著名商標のも

つ名声を毀損させることが可能であり、このような目的を持った不正な使用か

ら十分保護する必要がある。 

 また、我が国で他人が外国の周知、著名商標を権利者の了承を得ることなく

無断で出願・登録したことを巡り、外国との間で国際摩擦に発展した事例も少

なくなく、商品又は役務の国際取引の活性化に伴い、外国で周知、著名な商標

の保護の重要性もますます高まっている。 

 かかる観点から、これまでは周知、著名な商標の保護については商第４条第

１項第１５号（出所の混同）や商第４条第１項第７号（公序良俗違反）の規定

を弾力的に適用し、それ等の商標を保護する運用を行ってきたが、周知、著名

商標の保護の明確化の要請が高まってきたことに伴い、国内又は外国において

広く認識されている商標を不正な目的で使用されることを防ぐことを目的とし

て、商標法等の一部を改正する法律（平成８年法律第６８号）により、商第４

条第１項第１９号の規定を新たな不登録事由として明記した。 

 具体的には、本号は、例えば、以下のような商標登録出願の排除を目的とす

るものである。 

 

（１） 外国で広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を、我が国

で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り

的に出願したもの。 

（２） 外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約締結を強制する

目的で出願したもの。 

（３） 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の

混同のおそれまではなくても、出所表示機能を稀釈化させたり、その名声

を毀損させる目的をもって出願したもの。 

（４） その他、日本国内又は外国で広く知られている商標と同一又は類似の商

 標を信義則に反する不正の目的で出願したもの。 
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２．本号に関する具体的運用 

 

 （１）「不正の目的」の認定 

    「不正の目的」の認定にあたっては、商標審査基準第３十七、第４条第

１項第１９号の３．(1)参照。 

 

（２） ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、審査官が

   直接窺い知ることは困難であることから、外部に現れた客観的事項から

   判断する必要があるが、その場合には、上記（１）の資料がなくても、 

      次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係る商標は、

   偶然に周知、著名な商標と一致したものとは認め難いことから、「不正

   の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。 

 

  〔日本国内において周知、著名な商標の場合〕 

 

  ① その商標が、商品又は役務の分野に拘わらず、その商標登録出願以前

   より、全国的に著名若しくは特定の地域において極めて周知な商標であ

   ることが認められること。 

  ② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか又は構成上顕著な特 

徴を有するものである場合であって、その商標と同一又は極めて類似す

るものであること。 

 

  〔外国においてのみ周知な商標の場合〕 

 

  ① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであ

   ること。 

  ② その周知商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴

   を有するものであること。 

  なお、その周知商標が使用されている国の政府等から、その商標登録

 出願について国際信義に反するものである旨等、何らかの関心が表明さ

 れている場合には、その内容等について十分勘案すべきものとする。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○ 「第４条第１項第１９号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的を

もって使用する商標）」の審査基準  

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/28_4-1-19.pdf
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４２．４００．０１ 

 

先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱
い 

 

 

第４条第４項（以下「本項」という。）は、第４条第１項第 11号の例外規定

であって、本項が適用された場合、近似した商標が併存登録されることになる

ところ、商標権は、更新によって半永久的に権利を継続させることが可能であ

る点に鑑みると、｢混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を

基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれが

ないと判断できることを要する。そこで、「混同を生ずるおそれがない」の判

断における具体的運用については以下のとおりとする。 

 

１．査定時現在における混同を生ずるおそれについて 

 （１）商標の使用態様その他取引の実情について 

商標審査基準第３ 十九、第４条第４項（以下「本基準」という。）の４．

(3)の考慮事由中「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」については、出願人

が明らかにした引用商標及び出願商標（以下「両商標」という。）の現在にお

ける使用態様その他取引の実情を考慮する。査定時現在において使用態様等に

ついて当事者の合意がある場合は、当該合意内容を考慮する。 

なお、現在における具体的な使用態様等は審査官による職権調査によっても

把握できるものがあるため、職権調査で得た事情も合わせて判断する。 

 

（２）引用商標又は出願商標が不使用・未使用の場合 

本項では、両商標の実際の使用における具体的な事情を考慮して混同のおそ

れの有無を審査するところ、査定時において両商標が使用されていない場合又

は両商標のうち一方が使用されていない場合であっても、本項の適用を妨げる

ものではない。職権調査によって、現在使用されていない事実が判明した場合

も同様とする。その場合においては、当該使用されていない事実に基づき判断

するものとし、少なくとも一方の商標が現実に使用されていないのであれば、

査定時現在における混同を生ずるおそれを否定する要素として考慮する。 

 

２．将来の混同を生ずるおそれについて 

（１）将来にわたって変動しないと認められる事情 

将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、両商標

に関する具体的な事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情で

あるため、本基準４．(3)の考慮事由の判断においては、出願人が明らかにした
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事項及び審査官による職権調査によって得ることができた事情が将来にわたっ

て変動しないと認められる事情であるか否かを判断する。 

 

（２）当事者間における合意の期間 

基本的に両商標の登録が存続している間は、混同を生ずるおそれがないこと

が維持される必要があるため、１年や２年といった短期間の合意である場合は、

原則として将来にわたって混同を生ずるおそれがないとはいえないものとする。

また、そのような短期間の合意である場合、上記の合意内容を更新することが

可能であるとしても、その保証がないため同様とする。もっとも、引用商標の

存続期間が更新されず、その商標権が消滅することが明らかである場合は、そ

の消滅の時点までの合意が存在していれば、混同を生ずるおそれを否定する方

向に考慮することができる。 

なお、期間の定めがない合意については、任意の解約権が留保されている等、

将来にわたって変動しないと認められる事情であることに疑義がある場合でな

い限り、両商標の登録が存続している間は、当該合意が存続していくものと推

認する。 

 

（３）将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 

本基準４．(4)②「両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、

将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合」とは、例え

ば、両商標とも長年にわたって特定の商品のみに使用されてきた事実がある、

当事者の業務の性質からして領域の異なる事業に進出する可能性がない等の事

情が存在することによって、現在において混同が生じておらず、かつ、当該具

体的事情が変動する可能性が低いため、混同が生じていない状態が将来にわ

たっても継続するであろうことが客観的な事実から確認できる場合をいう。 

 

（４）現在の使用態様と将来における使用態様が異なる場合 

混同を生ずるおそれがないと判断できる現在の両商標の使用態様と、合意さ

れた将来における使用態様が一致している必要はなく、これらが異なる場合で

あっても、将来における使用態様の内容から将来にわたって混同を生ずるおそ

れがないと判断できる場合には本項を適用することができる。 

なお、査定時現在において両商標又は一方の商標が現実に使用されていない

場合は、予定されている使用態様等に基づいて将来の混同を生ずるおそれを判

断するものとする。また、査定時現在において両商標とも使用されている場合

であっても、少なくとも一方の商標について、指定商品等に属する商品等のう

ち、将来にわたって使用する商品を限定する合意をしている等の事情がある場

合には、使用しないこととされている商品等については将来の混同を生ずるお

それを否定する要素として考慮する。 

 

（５）主張方法について 
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両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない合意及び両商標に

関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しない

と認められる合理的な理由を組み合わせて主張することも可能である。また、

出願人は本基準４．(3)の考慮事由のすべてを主張立証することを要せず、混同

のおそれを否定するために必要な範囲で主張立証することで足りる。 

 

３．「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用 

（１）「商標の使用態様その他取引の実情」の考慮事項について 

本基準の４．(3)の「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」において考慮す

る事項のうち、一般的に、需要者が直接目にする商標や商標が使用される商品

等に関する事項（a.～c.）の方が、商標・商品等と直接関わらない事項（d.～

g.）よりも「混同を生ずるおそれ」の有無に関する判断において与える影響が

大きいと考えられる。 

なお、考慮事項に関する合意が存在する場合であっても、合意事項の多寡で

はなく、当該商標や使用する商品等の特性を踏まえて、各事項の混同を防止す

る程度を考慮した上で判断する。 

（例） 

・自他商品役務の識別力が比較的弱い商標（例：普通名称を当該名称が指し示

す商品以外の商品に使用する場合）については、ハウスマーク等の付記をす

ることの合意により、混同を生ずるおそれが低下しやすい 

・広範な商品に使用されている商標（例：ハウスマーク）については、使用す

る商品を限定しても混同を生ずるおそれが低下する程度は小さい 

・需要者が一般消費者であるような商品（例：文房具）については、その需要

者が通常有する注意力が高いとは言い難いことから、商標の構成上の類似性

が高いと混同を生ずるおそれが高い 

・小規模事業主が販売する商品（例：手作り菓子）については、販売地域を限

定することにより販売地域のすみ分けがなされることで混同を生ずるおそれ

が低下しやすい 

 

（２）同一商標・同一指定商品役務の処理 

本基準４．(3)なお書き「同一の指定商品又は指定役務」は、出願商標の指定

商品又は指定役務のうち、引用商標の指定商品又は指定役務と同一の表示のも

のを指す（概念的に含まれているものを除く。）。 

 

（３）引用商標に専用使用権又は通常使用権が設定されている場合 

本項が適用されるためには、引用商標権者だけでなく、専用使用権者又は通

常使用権者（以下「専用使用権者等」という。）との間においても混同を生ず

るおそれがないことを要する。そのため、専用使用権又は通常使用権が設定さ

れているにもかかわらず、引用商標権者に関する引用商標の使用態様や合意等
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に関する資料のみが提出された場合、専用使用権者等との関係においても混同

を生ずるおそれがないことの追加資料等の提出を求めることとする。 

なお、査定時現在において、専用使用権又は通常使用権が設定されているこ

とによって、引用商標権者が使用していない場合であっても、当該専用使用権

又は通常使用権設定契約がいつ終了するかわからないことから、引用商標権者

との間において将来の混同を生ずるおそれがないことを要する。 

 

（４）出願人と引用商標権者が一定の関係（例えば、親子会社、兄弟会社等、

いわゆるグループ会社関係）にある場合 

引用商標権者と出願人が例えば、親子会社、兄弟会社等、いわゆるグループ

会社関係に客観的にある場合、本項の適用に限って、第４条第１項第 11号にお

ける他人の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者等と経済的又は組織的に

何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要

者が商品等の出所について混同するおそれは原則として生じないと判断する。

他方で、その他人の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者等の業務に係る

商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同する

おそれについては、いわゆるグループ会社関係であることをもって解消すると

はいえない。もっとも、いわゆるグループ会社であるという一定の関係にある

ことで、商標の使用態様その他取引の実情として考慮できる事情が存在する場

合（例えば、グループ会社であることを商標に付記して使用することを合意し

ている等の事情）があるため、そのような事情を踏まえて、混同を生ずるおそ

れがないかを判断する。 

なお、第４条第１項第 11号に該当しない旨の主張と、本項に該当する旨の主

張をあわせてすることも可能であることから、出願人と引用商標権者に支配関

係が認められ、商標審査基準第３ 十、第４条第１項第 11号の 13. 出願人と引

用商標権者に支配関係がある場合の取扱いに該当する場合は、当該取扱いに

よって第４条第１項第 11 号に該当しない判断をすることができるものとする。 

 

４．使用しないことが明らかな指定商品等の補正 

出願人が提出した資料によって、出願人が指定商品等のうちの一部の商品等

にしか使用の意思を有していないことが明らかとなった場合は、指定商品等を

その使用商品等に限定する補正を促すこととする。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第４項（先願に係る他人の登録商標の例外）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-4.pdf
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４２．４００．０２ 

 

商標法第４条第４項の主張に関する資料の取扱い 

 

 

１．他人の承諾を得ていることが確認できる資料（承諾書） 

第４条第４項の主張に関して提出される承諾書には、（１）引用商標権者で

あることを特定する記載、及び、（２）出願人が当該商標登録出願について商

標登録を受けることを承諾する旨の記載、を行うものとする。 

なお、必ずしも承諾書という名称の書類である必要はないが、上記（１）及

び（２）が確認できることを要する。 

 

（１）引用商標権者であることを特定する記載について 

引用商標権者であることを特定するため、承諾書には、引用商標権者の氏名

又は名称、住所又は居所及び引用商標の登録番号の記載を必要とする。 

引用商標権者であることの確認は、承諾書に記載された氏名又は名称及び住

所又は居所を引用商標の登録原簿と照合することにより行う。意見書等の記載

によっても引用商標権者であることが特定できない場合には、出願人に対して

通知書を送付する等により確認をする。 

 

（２）出願人が当該商標登録出願について商標登録を受けることを承諾する旨

の記載について 

商標登録出願の番号、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を記

載した上で、当該商標登録出願について、出願人が商標登録を受けることを承

諾する旨を記載する。 

なお、商標登録出願の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は、

少なくとも第４条第１項第 11号の判断において引用商標の指定商品又は指定役

務と同一又は類似の関係とされた、指定商品又は指定役務の全てについて記載

されなければならない。 

 

２．｢混同を生ずるおそれがない｣ことを明らかにする資料 

 出願人は、｢混同を生ずるおそれがない｣ことを明らかにするため、例えば、

以下の資料を提出することができる。 

なお、引用商標に専用使用権又は通常使用権が設定されている場合に本項が

適用されるためには、引用商標権者だけでなく、専用使用権者又は通常使用権

者との間においても混同を生ずるおそれがないことを要するため、「引用商標

権者」及び「専用使用権者又は通常使用権者」を合わせて、以下「引用商標権

者等」という。 
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（１）査定時現在における「混同を生ずるおそれがない」ことに関する資料 

商標審査基準第３十九、第４条第４項（以下「本基準」という。）の４．(3)

の「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」において考慮する事項について、出

願人は、引用商標及び出願商標（以下「両商標」という。）の現在における使

用態様その他取引の実情を明らかにすることが必要である。また、査定時現在

において使用態様等の合意がある場合は、当該合意内容を証拠として提出する

ことができる。合意に関する書類は、以下の（２）（ア）と同様とする。 

 

（２）将来における「混同を生ずるおそれがない」ことに関する資料 

（ア）当事者間における合意に関する書類 

 ①記載内容 

当事者によって取り交わされた両商標に関する具体的な事情に関する記載が

されていることが必要であり、出願人及び引用商標権者等の合意が存在するこ

とが確認できることを要する。具体的な合意内容をすべて記載せずに要約して

提出することも可能であるが、当該要約された記載によって「混同を生ずるお

それがない」と判断できない場合があることに留意する必要がある。 

 

②書類形式 

出願人及び引用商標権者等によって合意された内容が記載された合意書又は

契約書（その要約書類を含む）といった形式が想定されるが、必ずしも両者の

署名・押印がされた形式である必要はなく、有効且つ適切な合意が存在するこ

とが確認できる資料（例えば、合意内容を確認する引用商標権者からのレター

形式の書面及びその内容に相違がないことを記載した出願人からの意見書や、

当事者間で合意をしたこと及びその概要を明らかにしているプレスリリースの

リンクを記載した出願人からの意見書）を求めることとする。 

 

（イ）将来にわたって変動しないことを証明する資料 

現在において混同が生じておらず、かつ、当該具体的事情が変動する可能性

が低いことが客観的事実により認められる場合、混同が生じていない状態が将

来にわたっても継続するであろうことが推認できる。具体的事情が変動する可

能性が低いことは、出願人、引用商標権者等の業務内容に関する資料（公表さ

れている企業パンフレット等）、商標の使用期間、使用地域等に係る両商標の

使用態様に関する資料（宣伝広告、新聞記事・雑誌等）、今後の事業計画に関

する資料（公表されている企業のプレスリリース等）、現に混同が生じていな

いことに関する資料（取引者・需要者を対象としたアンケート調査等）等によっ

て証明されることが考えられる。 

 

（３）意見書 

意見書の提出は必須ではないが、意見書において、両商標に関する具体的な
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事情（両商標の類似性の程度、商標の使用態様その他取引の実情等）に関する

記載があること、また、提出された証拠資料に関する説明の記載があること等

によって、混同を生ずるおそれがないことの具体的な説明がなされている場合

（例えば、両商標や商品又は役務の市場の特徴等を踏まえ、両商標の使用態様

等を変更しないことの重要性と、それを勘案した合意がされていることに関す

る説明がなされているもの）は考慮する。 

 

（４）提出された資料では｢混同を生ずるおそれがない｣とは判断できない場合 

 上記資料の提出があったものの、合意内容に不明確な点がある等によって｢混

同を生ずるおそれがない｣とは判断できない場合には、出願人に対して明確にす

べき内容や追加すべき事項等を通知し、追加資料の提出を求めることとする。

合意の要約書類では具体的な記載がないことから判断できない場合には、要約

されていない合意書又は契約書等の提出を求める場合がある。 

 

３．提出様式 

 上記１．及び２．（１）、（２）に係る資料を１通の書類に統合した形式によっ

て提出することができる。もっとも、これらの資料を別々に提出することを妨

げるものではない。 

なお、提出する書類は、合意書等の原本である必要はなく、写しの提出でも

問題ないが、原本の存在やその真正性に疑義が生じた場合は、原本の提出を求

めることがある。 

 

４．他人の承諾を得ていることが確認できる資料及び合意に関する書類のひな

形 

 以下参照 
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他人の承諾を得ていることが確認できる資料 

（承諾書の例） 

 
 

承諾書 

 

 

  令和  年  月  日  

  

                      住所又は居所 

                      氏名又は名称等          

                   （法人にあっては代表者等の役職・氏名） 

  

 私、登録第×××号の権利者である「○○」は、「△△（出願人の氏名又

は名称）」が、下記の商標登録出願について、商標登録を受けることを承諾

いたします。 

 

記 

 

 

１． 商標登録出願の番号 

 

２． 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

 

第●類 ・・・・ 

 

第▲類 ・・・・ 

 

以上  
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合意に関する書類の例（合意内容を要約しない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は記載例であり、代表取締役に限られない。 

 

 

（記載例） 

甲（引用商標権者）及び乙（出願人）は、甲の承諾を得て、乙が別紙１記

載の商標（以下「出願商標」という。）を登録出願するに際し、出願商標を

使用する商品又は役務と、商標登録番号第○○○号の商標(以下「引用商標」

という。)に係る甲(専用使用権者又は通常使用権者を含む。以下同じ。)の業

務に係る商品又は役務との間で、商標法第４条第４項における「混同を生ず

るおそれ」が生じないよう、以下のとおり合意する。 

 

⑴ 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。 

⑵ 甲は、別紙２記載の社名を付さずに引用商標を使用せず、乙は、別紙３

記載のハウスマークを付さずに出願商標を使用しないものとする。 

⑶ 甲は、引用商標を指定商品第９類「コンピュータソフトウェア」のうち

医療用コンピュータソフトウェアにのみ使用し、乙は、出願商標を指定商品

のみに使用するものとする。 

⑷… 

 

令和  年  月  日 

 

甲（引用商標権者）      乙（出願人） 

○○株式会社       株式会社×× 

代表取締役※○○             代表取締役○○   

別紙１ 

 

１．出願商標 

 

２．指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

 

第●類 ・・・・ 

第▲類 ・・・・ 
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合意に関する書類の例（合意内容を要約した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「混同を生ずるおそれがない」と判断するにあたり必要な合意の内容は、両

商標の類似性の程度等、具体的事情によって異なるため、当事者間の合意内容

を要約した書類を提出する場合、必ずしも例に示す内容を記載すれば足りると

いうものではなく、より具体的な合意内容を記載した書類の提出を求める場合

がある。 

（記載例） 

甲（引用商標権者）及び乙（出願人）は、甲の承諾を得て、乙が別紙１記

載の商標（以下「出願商標」という。）を登録出願するに際し、出願商標を

使用する商品又は役務と、商標登録番号第○○○号の商標（以下「引用商標」

という。)に係る甲(専用使用権者又は通常使用権者を含む。以下同じ。)の業

務に係る商品又は役務との間で、商標法第４条第４項における「混同を生ず

るおそれ」が生じないよう、以下のとおり合意する。 

 

⑴ 甲は、乙が出願商標について、商標登録を受けることを承諾する。 

⑵ 甲は、甲の社名を付さずに引用商標を使用せず、乙は、特定のハウスマー

クを付さずに出願商標を使用しないものとする。 

⑶ 甲は、引用商標を指定商品のうち特定の商品にのみ使用し、乙は、出願

商標を指定商品にのみ使用することで、甲及び乙は、出願商標と引用商標を

同一商品に使用することはないものとする。 

⑷… 

 

令和  年  月  日 

 

甲（引用商標権者）      乙（出願人） 

○○株式会社       株式会社×× 

代表取締役○○             代表取締役○○   

別紙１ 

 

１．出願商標 

 

２．指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 

 

第●類 ・・・・ 

第▲類 ・・・・ 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第４項（先願に係る他人の登録商標の例外）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/17_4-4.pdf
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４４．０１ 
 

商標法第８条第５項に規定するくじの取扱い 
 
 商第８条第５項に規定するくじについては、以下の要領によって事務を処理

する。 
 
１．（１）くじを行う日時及び場所を決め、くじを行う日から２週間以前にくじ

実施に関する通知書を同日出願に係る商標登録出願人に送付する。 
  （２）前項に掲げるくじの実施に関する事項及びくじが公開して実施される

ことについては、くじを行う日から２週間以前に庁内に掲示する。 
 

２．（１）くじは、商標課長が実施する。ただし、事情により商標課長が実施で

きない場合には、上席審査長が代わって実施することができる。 
  （２）くじを実施する際には、立会人２人以上の出席を要する。 
  （３）くじの実施に係る商標登録出願人は立会人となることができる。ただ

し、くじの実施に係る商標登録出願人の全部又は一部が出席しないとき

であっても、くじの実施者は他の者を立会人に指名してくじを実施する

ことを妨げない。 
  （４）くじは公開して実施しなければならない。 
 
３．くじは、くじ引き器によって行う。 
 
４．くじが終了し、一の商標登録出願人を決定できたときは、その結果を記載し

た調書１通を作成し、決定に係る商標登録出願人の出願書類に添付する。この

場合において他の出願については調書の謄本を作成し、これをその出願書類

に添付する。 
 
５．この規程に掲げるもののほか、くじに関する事務は、審査業務部商標課にお

いて処理する。 
 
［参考］商第８条第２項及び第５項に該当する旨の拒絶理由通知と商第８条第

４項に基づく協議命令を同時に行うこととした経緯 
 

（１）これまでの手続では、同日に互いに同一又は類似関係にある他人の商 
  標出願が競合したときは、まず、競合する出願の出願人による協議を行 
  うため特許庁長官名によって協議をすべき旨を命じ、協議の結果、定めた 
  一の出願人に係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願に 
  対しては、商第８条第２項の拒絶理由を通知していた。 

     しかし、協議が成立しなかったとき又は協議命令で指定した期間内 
   に協議結果の届出がなかったときは、特許庁長官が行うくじを開催する 
   ための通知を行い、くじを実施し、そのくじによって定めた一の出願人に 
   係る出願については登録査定をし、他の出願人に係る出願については商 
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   第８条第５項の拒絶理由を通知していた。 
     平成１１年改正商標法施行令第２条では、拒絶理由の通知ができる 
   期間を原則として出願から１年６月としていることから、これまでの手 
   続によっては、その期間内に商第８条第２項又は第５項の拒絶理由の通 
   知を行うことは困難である。 
     そこで、これまでの手続を改め、同日出願において、他人の出願と競 
   合したときは、 

① まず、競合した出願に係る出願人による協議によって定めた一の出

願人になっていないことを理由とする商第８条第２項の拒絶理由

（同時に商第８条第４項に基づく協議命令を通知） 
及び 

② 協議によって定めた一の出願人になっていない場合又は協議命令

で指定した期間内に協議の結果を届け出なかった場合に、特許庁長

官が行うくじが実施され、それによって定めた一の出願人となって

いないときには、商第８条第５項に該当し登録を受けることができ

ない旨の拒絶理由 
を同時に通知することとする。 

  なお、拒絶理由通知には、拒絶理由の内容及び拒絶するときの条件を明確

に記載し、誤解を生じない文章にする必要がある。 
 
   この場合において、商第８条第５項の拒絶理由通知については条件付き

のものとなるが、この拒絶理由通知には拒絶する場合の条件が明確に記載

されていること、またこの様な拒絶理由を通知するとしても出願人に不利

益になるものとも考えられない。 
 
  （２）商第８条第４項の規定に基づく協議命令に対し、その協議が成立し 
    た旨の文書が提出されたときは、その協議によって定められた一の出願 
    人に係る出願について登録査定をし、その出願が登録された後、競合す 
    る他の出願人に係る出願は先に通知した商第８条第２項の拒絶理由を 
    もって拒絶査定を行うこととする。 

    また、協議不成立である旨の書面が提出された場合又は指定期間内 
   に協議が成立した旨の書面の提出がされない場合は、従来と同様、特許 
   庁長官が行うくじを実施するための手続きを行うこととする（協議が成 
   立又は不成立である旨の書面は様式を参照）。 

 
  （３）国際商標登録出願についても、国内の商標登録出願と適用条文、拒 
    絶理由を通知することができる期間が同じであることから、国内の商標 
    登録出願と同様に、商第８条第２項及び第５項に該当する旨の拒絶理由 
    通知と商第８条第４項に基づく協議命令を同時に行うこととする（拒絶 
    理由と協議命令を内容とする暫定的拒絶の通報を行う。）。 
                                          
＊協議の対象者に在外者を含む場合には、協議指示書及び拒絶理由通知書の指

定期間を「３ヶ月以内」と変更する。 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○ 「第８条（先願）」の審査基準  

 
 
 
                   様 式（平成１２年１月１日以後の出願） 

 
 
【書類名】 協議の結果届 
（【整理番号】) 
（【提出日】 令和  年  月  日） 
 【あて先】 特許庁長官       殿 
 【事件の表示】 
  ※【出願番号】商願    － 
        （国際登録第            号） 
 【商標登録出願人】 
  （【識別番号】） 
   【住所又は居所】 
   【氏名又は名称】 
   （【代表者】） 
 【代理人】 
  （【識別番号】） 
   【住所又は居所】 
   【氏名又は名称】 
 【協議命令の日付】 
 【協議の相手】 
  （【識別番号】） 
   【住所又は居所】 
   【氏名又は名称】 
   【出願番号】商願    － 
        （国際登録第            号） 
 【協議の結果】 
 【提出物件の目録】 
   【物件名】協議が成立したことを証する書面    １ 

 
※「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、「国際登録第○○

○○○○○号」又は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際

登録第○○○○○○○号」のように出願の番号を記載する。 
  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/33_8.pdf
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協議が成立したことを証する書面の文例 
 

協  議  証  書 
                        

令和  年  月  日 
 
  協議に係る商標登録出願の番号及び商標登録出願人 
 
 (1) 商標登録出願の番号※ 
      商願    －   
     （国際登録第             号） 
 
   商標登録出願人 
      住所（居所） 
      氏名（名称）                             
     （代表者） 
 
 (2) 商標登録出願の番号 
      商願    －   
     （国際登録第             号） 
 
   商標登録出願人 
      住所（居所） 
      氏名（名称）                             
     （代表者） 
 
   上記出願人の間で商標法第８条第２項に基づく協議を行ったとこ

ろ、下記の出願人がその商標について商標登録を受けることができる

者と決定した。 
 

記 
 
  協議により定めた一の商標登録出願の番号及び商標登録出願人 
 
     商願    －   
    （国際登録第              号） 
 
   商標登録出願人 
     住所（居所） 
     氏名（名称） 

 
※「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○○○○○」、「国際登録第○○

○○○○○号」又は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際

登録第○○○○○○○号」のように出願の番号を記載する。 
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複雑な競合関係にある商標法第８条第５項に係る 

｢くじ｣の実施方法について（審査事例） 

 

【審査事例１】下表の５出願についてそれぞれ協議命令を通知したところ、競合関係を解

消できず、いずれの出願人からも協議結果の届出が提出されなかったため、次のような方

法で第８条第５項に係る「くじ」を実施した。 

 
出願番号 
 

  A 
X-100158 

  B 
X-101238 

  C 
X-183699 

  D 
X-194659 

  E 
X-207135 

商標 ☎とっきょ ●JPO● JPO／☆  ☎jpo あ JPO 
指定役務 
 

42P01 
42P02 
42Q01～03 
 
42V02 
42V03 
 

42P01 
 
42Q01, 
 
42V02 
42V03 
 
42X11 
 

 
42P02 

 
 
42Q01 
 
42V02 
42V03 

42P01 
42P02 
 
 
 
 
 
42X11 

協議命令の

相手 
  D   D 

  E 
  E   A 

  B 
  B 
  C 

※ＡとＢは同一出願人。商標は、ＡとＤは図形部分で類似、Ｂ,Ｃ，Ｄ，Ｅが文字部

分で類似と判断されたもの 

 

〔くじの実施方法〕 

   ５件まとめて１回のくじにより相対的な順位を決定した上で、競合する出願間   

における一の商標登録出願人を順次決定する。 

 

【理由】 

（１）それぞれの協議命令の相手とのくじ（つぎの①～⑤）を実施しても、いわゆる「す  

くみあい」が生じる場合があり、５件全体として相対的順位を決定する必要がある。 

    ①ＡＤ 

  ②ＢＤＥ     例：③のくじの結果Ｃが１位、⑤のくじの結果Ｅが１位 

    ③ＣＥ       となった場合、ＣとＥは「すくみあい」状態 

    ④ＤＡＢ 

    ⑤ＥＢＣ 

（２）１回のくじにより整理する利点 

  ・「すくみあい」が生じない 

  ・処理の迅速性 

  ・事務処理、出願人の出頭等に係る負担軽減 

（３）公平性 

  「競合相手のみとのくじ」と競合相手外の者が参加する「１回のくじ」を比較した    

場合、競合相手の出願との関係で第一順位になる確率は同じであることから、｢１回の 

くじ」による場合でも特定の者の出願が有利若しくは不利となることはない。 
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モデルケース 

 

   ＡＢＣの３件について、ＡＢ間、ＢＣ間に競合関係がある場合において、Ａが競 

  合する相手（＝Ｂ）との関係で第一順位になる確率を比較してみる。 

 

  ・ＡＢの２者でくじをした場合 

    くじの結果は ①ＡＢ 

           ②ＢＡ 順の２とおりであるから、Ａが第一順位になるのは①の    

場合であって、その確率は１／２。 

 

  ・ＡＢＣの３者でくじをした場合 

    くじの結果は ①ＡＢＣ 

           ②ＡＣＢ              

           ③ＢＡＣ 

           ④ＢＣＡ 

           ⑤ＣＡＢ 

           ⑥ＣＢＡ 順の６とおりであるから、ＡがＢに対して第一順位に    

なるのは①②⑤の場合であって、その確率は３／６すなわち１／２となる。 

 

【審査事例２】下表の４出願についてそれぞれ協議命令を通知したところ、一部協議が成

立したが、競合関係を解消できず、次のような方法で第８条第５項に係る「くじ」を実施

した。 

 

 

※ＡＢ間で協議成立（Ａは 36C01を削除） 

    

〔くじの実施方法〕 

ＡＢＣＤをまとめて１回のくじを実施し、相対的に第一順位から第四順位を決定。 

くじの結果、Ｄが第一順位となり登録されその他のものは拒絶された。 

 

出願番号   A 
O-194836 

  B 
O-202127 

  C 
O-215122 

  D 
O-216730 

商標 JPO ●JPO● JPO／☆ ジェーピー

オー 
指定役務 36A01 

36B01 
36C01 
36D01 
36F01 
36H01 

 
 
36C01 

36A01 
36B01 
36C01 

36A01 
36B01 
36C01 
36D01 
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「すくみあいの生じるケースにおけるくじの実施通知書に添付される書面のひな形」 

 

 

 

くじの実施にあたって 

 

                              平成 年 月 日 

 

                           特許庁審査業務部商標課 

 

 平成 年 月 日に実施予定のくじにつきましては、商標法第８条第４項の規定によ

り出願人に協議を命じ、いずれの出願人からも協議の結果の届出がなかった下記の商標

登録出願について実施します。これらの出願は、競合関係が錯綜していることから、そ

れぞれの協議の相手間で「くじ」を実施した場合、一の商標登録出願人を決定できなく

なる可能性があります。そこで、競合関係にある全ての出願について１回の「くじ」に

より、全体の順位を決定し、その上で競合する出願間における一の商標登録出願人の順

番を決定することとします。 

  なお、この方法でも、競合する相手との関係で第一順位になる確率は同じです。（別

紙「モデルケース」参照） 

 

 

記 

 

 

【例】 

 

       ①：商願２００ －        競合する出願→②、③ 

 

       ②：商願２００ －        競合する出願→ 

 

       ③：商願２００ －        競合する出願→ 

 

       ④：商願２００ －        競合する出願→ 
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                                  （別紙） 

モデルケース 

 

【３件の出願について、ＡＢ間、ＢＣ間に競合関係がある場合（ＡＣは競合しない）】 

  

  Ａ：通知した競合する出願→Ｂ 

  Ｂ：通知した競合する出願→Ａ、Ｃ 

  Ｃ：通知した競合する出願→Ｂ 

 

出願人がくじの結果競合間において第一順位になる確率 

   （１） ＡＢの２者でくじをした場合、くじの結果は 

         ① 第１位―Ａ、第２位―Ｂ 

         ② 第１位―Ｂ、第２位―Ａ 

の２とおりですから、Ａが第一順位になるのは①の場合であって、その 

確率は１／２となります。 

   （２） ＡＢＣの３者でくじをした場合、くじの結果は 

          ① 第１位―Ａ、第２位―Ｂ、第３位―Ｃ 

          ②  〃 ―Ａ、 〃 ―Ｃ、  〃 ―Ｂ 

          ③  〃 ―Ｂ、 〃 ―Ａ、  〃 ―Ｃ 

          ④  〃 ―Ｂ、 〃 ―Ｃ、  〃 ―Ａ 

          ⑤  〃 ―Ｃ、 〃 ―Ａ、  〃 ―Ｂ 

          ⑥  〃 ―Ｃ、 〃 ―Ｂ、  〃 ―Ａ    

の６とおりですから、Ａが競合相手であるＢに対して第一順位にな              

るのは①②⑤の場合であって、その確率は３／６すなわち１／２になり                

ます。 

 

よって、くじの結果、競合する相手との関係において第一順位になる確率は、競合し

ない者が何人くじに加わっても同じとなります。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○ 「第８条（先願）」の審査基準  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/33_8.pdf
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４５．７１ 
 

商標法第６８条の１０で規定する国際商標登録出願 
の出願時の特例についての取扱い 

 
１．第６８条の１０に規定する出願時の特例については、同条に“国際商標登

 録出願に係る国際登録に基づく登録商標がその商標登録前の国内登録に基づ

 く登録商標と同一であり、・・”としていることから、当該国際商標登録出

 願については、その査定時において有効に存続している国内登録出願に基づ

 いて登録（国内登録）されたものであって、以下の要件を全て満たす場合に

 その指定商品又は指定役務が重複している範囲について国内登録における出

 願の日（遡及日）にされたものとみなされる。 
 

 ① 国際商標登録出願と国内登録に係る指定商品又は指定役務が重複して

 いること 
 ② 国際商標登録出願と国内登録に係る商標が同一であること 
 ③ 国際商標登録出願の出願人と国内登録の商標権者が同一人であること 

 
２．国際商標登録出願における出願人の名称及び住所はラテン文字によって表

 示されているのに対し、国内登録における商標権者は、外国人の場合、商標

 登録原簿にその名称及び住所が音訳され片仮名文字によって登録されている

 ことから、名称及び住所が同一であるか否かの認定に当たっては、商標審査

 便覧４２．１１１．０１「出願人（申請人）の同一認定に関する取扱い」等

 を参考にすることとする。 
 
  例 区切り記号の有無等による相違があっても同一住所と認められる場合 

例１「Ｒ、Ｃ、Ａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」 
「アール シー エー コーポレーション」 

例２「…10036the State of New York New York…」 
「…ニューヨーク州ニューヨーク…」 

 
３．国際商標登録出願の出願時の特例は、国内登録の指定商品又は指定役務が

 重複している範囲について適用されることから、その適用があるか否かは国

 際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務ごとに判断されることとなる。 
  すなわち、例えば、下記のような場合は、指定商品又は指定役務ごとに遡

 及する日が異なることとなる。 
 
例 国際商標登録出願の指定商品が「ａ，ｂ，ｃ」の場合に、国内登録が以下

   のとおり査定時において有効に存続していたときは、その国際商標登録出願 
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   の出願の日は以下のとおり遡及することとなる。 
                                                                      
   
  国際商標登録出           国 内 登 録  国際商標登録出願  
  願の指定商品 国内登録 商標  指定商品  出願日      遡及日  

 ａ    Ⅰ 同一     ａ H 3.1.1  国内登録Ⅰの出願日  
 ｂ    Ⅱ 同一     ｂ H 5.1.1  国内登録Ⅱの出願日  
 ｃ   無し     遡及しない  
 
４． 第６８条の１０で規定する特例が適用される国際商標登録出願については、

 第三者にも利害関係が生じうることから、その商標登録原簿に、 
 ① 本条の特例が適用される旨 

及び 
 ② 該当する国内登録の登録番号 
を登録する必要があり、本条の特例が適用される国際商標登録出願を登録査

定するときは、その査定書に、上記①及び②を記載することとする。 
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指定商品又は指定役務の審査に関する運用について 
 
 
 願書に記載された指定商品又は指定役務は、具体的に以下の方針に基づいて審

査を行うものとする。 
 
 

１．願書に記載された指定商品又は指定役務が不明確で、かつ願書に記載さ  
  れた商品及び役務の区分が政令で定める区分に従ったものと判断できない  
  ときは、その商標登録出願は、第６条第１項及び第２項の要件を具備しな  
 いものとして拒絶理由の通知をするものとする。  

 
［説明］  
  商第６条第１項及び第２項の要件を具備しないものとする理由 
  
 商第６条第１項は、「…使用をする…商品又は役務を指定して…」と規定して

おり、商標登録出願に際しては商標の使用をする商品又は役務を指定することを

要件としている。 
 そして、この場合の「指定」は、願書に記載する商品又は役務が商標とともに

商標登録出願及び商標権の範囲を定めるものであることから、その内容及び範囲

は明確であることを要するものである。 
  したがって、指定商品又は指定役務がその内容及び範囲において不明確である

場合は、商品又は役務の「指定」に不備があることとなり、その商標登録出願は

本項の要件を具備しないこととなる。 
  さらに、願書に記載された指定商品又は指定役務が不明確である結果、当該指

定商品又は指定役務が願書記載の商品及び役務の区分に属するか否かが判断でき

ないような場合もあるが、このような場合も商品又は役務の指定が政令で定める

区分に従ったものと認定することができないものであるから、結局、その商標登

録出願は、商第６条第２項の要件をも具備しないこととなる（注）。 
 なお、同一の指定商品・指定役務が重複して複数指定されている場合であって

も、実質的に一つの商品・役務が指定されたものと判断できることから、そのよ

うな場合には、商第６条の要件を具備するものとして扱う。 
     
（注）運用上の要請 
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    指定商品又は指定役務が不明確で、かつ、商品及び役務の区分が政令で定め

 る区分に従ったものと判断できない場合において、商第６条第１項のみの要件

 を具備しないものとして拒絶理由を通知すると、後に区分相違が判明した場合

 には、さらに商第６条第２項の要件を具備しないものとして拒絶理由を通知す

 る必要が生ずることになる。 
  しかしながら、このような場合において、当初から商第６条第１項及び第２

項の両要件を具備しないものとして拒絶理由を通知することとすれば、出願人

は指定商品又は指定役務と商品及び役務の区分の両方の補正を同時に行うであ

ろうことが期待できるから、このような運用を行うことは、迅速な審査処理を

図る観点からも望ましいものである。 
 

２．願書に記載された指定商品又は指定役務は不明確であるが、願書に記載  
 された商品及び役務の区分が政令で定める区分に従ったものと判断できる  
 ときは、その商標登録出願は、第６条第１項の要件を具備しないものとし  
 て拒絶理由の通知をするものとする。  

 
［説明］ 
 例えば、指定商品を「第１２類 自動車その他本類に属する商品」と記載し

た場合、指定商品の表示としてはその内容及び範囲が不明確なため認められな

いが、この場合、指定商品の範囲は、第１２類に属する範囲内の商品が指定さ

れているものとして取り扱っており、商品の「指定」は政令で定める区分に従

ったものとして運用がなされている。 
 したがって、このような場合は、商第６条第１項の要件のみを具備しないも

のとして拒絶理由の通知をするものとする。 
 

３．前記１．又は２．の拒絶理由の通知に対し、出願人が実質的に商品等の  
 説明のみを内容とする意見書又は物件提出書を提出した場合、審査官は当  
 該意見書又は物件提出書を斟酌し、補正案を示すなど適切な指定商品又は  
 指定役務に補正すべきことを指示する（審査官名による手続補正指示）。  
    出願人が当該手続補正指示に対して何らの対応もしない場合又は的確な  
 補正等を行わない場合は、その商標登録出願は、先の拒絶理由に基づき拒  
 絶するものとする。  

 
［説明］ 
 例えば、願書に記載された指定商品が、これまで市場において流通していな
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い新商品等である場合、どのように商品表示を行うか困難な場合が多々あり得

る。 
 このような場合、出願人はその商品の用途、機能、材料等について説明を行

うことは可能であろうが、拒絶理由に対応して直ちに的確な商品に補正するこ

とは実際上困難な場合が多いと考えられ、補正がなされていないことをもって

直ちに出願人の責に帰して拒絶にすることは酷にすぎるとも考えられる。 
 そこで、出願人が実質的に商品の説明のみを内容とする意見書又は物件提出 
書を提出し、それによって拒絶の理由が解消するものでないとしても、直ちに

当該出願を拒絶することはしないものとする。 
 このような場合、審査官は当該意見書又は物件提出書に記載された商品に関

する説明等を十分に斟酌して、審査官名により補正案を示すなど適切な指定商

品に補正すべきことを指示するものとする。 
 これに対し、出願人が何らの対応をしない場合又は的確な指定商品に補正し

ない場合には、先の拒絶理由に基づき拒絶するものとする。 
    なお、審査官は、必要に応じて出願人又は代理人と面接又は電話等により拒

絶理由若しくは補正指示等に係る事項の説明若しくはそれらに対する応答につ

いて指導・助言を行うとともに、適切な補正書等の提出を促すものとする。 
 
４．願書に記載された指定商品又は指定役務は明確であるが、願書に記載さ  
れた商品及び役務の区分が政令で定める区分に従っていないときは、その  

  商標登録出願は、第６条第２項の要件を具備しないものとして拒絶理由の  
通知をするものとする。  

 
［説明］ 
 願書に記載された指定商品又は指定役務は明確であるが、願書に記載された

商品及び役務の区分に誤りがある場合、例えば「第９類 携帯電話機」と指定

すべきところを「第２０類 携帯電話機」と指定したごとく、商品及び役務の

区分が政令（商施令（政令）第２条）で定める区分に従っていないときは、そ

の商標登録出願は、商第６条第２項の要件を具備しないものとして拒絶理由の

通知をするものとする。 
 
５．                                
 ①願書に記載された指定商品又は指定役務について材質や用途等の記載がな

い場合に、区分を考慮すれば材質や用途等が特定できるときは、その商標登録

出願は、第６条第１項及び第２項の要件を具備すると判断する。 
 ②上記①により、第６条第１項及び第２項の要件を具備する場合に、当該指定
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商品又は指定役務を他の区分の指定商品又は指定役務に補正又は分割するこ

とは、要旨変更又は原出願には含まれていない商品を分割したケースに当たる

ことから、認められないものとする。 
 
［説明］ 
（１）出願において指定された商品・役務の意義は、国際分類に即して定められ

た商標法施行令別表の区分に付された名称や当該区分に属するものとされた

商品・役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された

商品・役務についての説明等を参酌して解釈できる。したがって、材質や用

途等の記載がない指定商品又は指定役務であっても、区分を考慮すれば材質

や用途等が特定できる商品又は役務の表示については、明確な商品又は役務

の表示と捉えることは合理的であり、そのような解釈をすることに問題はな

いと考えられる 1。 
例えば、第６類において「郵便受け」の指定商品が出願された場合に、「金

属製郵便受け」は第６類に、「石製郵便受け」は第１９類に、「郵便受け（金属

製又は石製のものを除く。）」は第２０類に属するように、その材質によって区

分が異なるが、このような例は、区分を考慮すれば、上記指定商品は「金属

製郵便受け」であると特定できる明確な商品の表示であることから、商第６

条の要件を具備するものと判断する。 
 

（２）区分を考慮すればその範囲が特定できる指定商品及び指定役務の表示につ

いては、その特定される範囲を変更若しくは拡大する補正又は分割は、競願

者等の第三者に不測の不利益（事前調査をしてもその出願の権利範囲を予測

することが困難等）を及ぼすおそれがあること等に照らせば、補正又は分割

を認めないことが適当である。 
例えば、「第６類 郵便受け」を「第１９類 郵便受け」又は「第１９類 石

製郵便受け」に補正又は分割する等の手続については、要旨変更又は原出願

には含まれていない商品を分割したケースに当たることから、認められない

ものとする。 
 
 
 

                                            
1 ニース協定に基づく「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表」が毎年改訂されることに伴い、

各区分に属する商品・役務の内容及び範囲が度々変更されることがある点については留意が必要である。
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６．国際商標登録出願における不明確な指定商品若しくは指定役務又は商品

及び役務の区分に関する取扱いについては、以下のとおりとする。  
  

①指定商品又は指定役務の表示が不明確なものと認められるときは、第６

条第１項の要件を満たしていないものとして拒絶理由を通知し、当該指定

商品又は指定役務を明確な表示に補正させることとする。 

 

  ただし、各指定商品又は指定役務の表示によってその商品又は役務の内 
容及び範囲が明確であれば、指定されている商品又は役務が重複するもの 
であっても、当該出願の指定商品又は指定役務の表示として認めることと

する。 

 

 ②商品及び役務の区分については、指定通報された区分に従うものとし、  
明確な誤りであると判断されるものは、国際事務局に確認するものとす  
る。  

 ③前記３．の取扱いは、国際商標登録出願の場合についても準用する。  
  

 
［説明］ 
（１）指定商品又は指定役務の表示について、国際分類の類別表、アルファベッ

  ト順一覧表に掲載されている商品又は役務の名称を含め国際商標登録出願に

  係る指定商品又は指定役務の表示によってはその内容及び範囲が明確でない

  ものと認められるときは、商第６条第１項の要件を満たしていないものとし

  て拒絶理由を通知することとし、その内容及び範囲が明確となるようその指

  定商品又は指定役務を補正させることとする（この場合、国際分類のアルフ

  ァベット順一覧表に掲載されている商品又は役務の表示であっても明確でな

  いと認められるものとは、当面ニース協定に基づく「商品・サービス国際分

  類表アルファベット順一覧表 日本語訳（類似群コード付）」の「＊」欄に

  おいて「＊」が付されている商品・サービスが該当するものとして運用する。）。 
   ただし、国際登録において指定されている商品又は役務については、既に

国際事務局において分類審査がされていることから、その国際登録で我が国

へ通報され国際商標登録出願とみなされたものについては、基本的には、そ

の分類審査を尊重して取り扱うこととし、各指定商品又は指定役務の表示に

よってその商品又は役務の内容及び範囲が明確であれば指定されている商品

又は役務が重複するものであっても、当該出願の指定商品又は指定役務の表

示として認めることとする。 
（２）指定商品又は指定役務が商品及び役務の区分に従って記載されているか否

  かの審査は、既に国際事務局によってなされているので、指定国において再

  度審査する必要はないものである。たとえ、担当審査官において指定されて
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  きた区分に対し疑義があっても国際事務局によって特定された区分に従うも

  のとし、明確な誤りであると判断されるもののみ国際事務局に確認するもの

  とする。 
 
 
（注）本取扱いのうち、５．については、公表の日以降に、一次審査に着手する

出願から適用する。 
   
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第６条（一商標一出願）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/31_6.pdf
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４６．０２ 
 

仮想空間及び非代替性トークン（ＮＦＴ）に関する 
指定商品・指定役務について 

 

 仮想空間及び非代替性トークン（ＮＦＴ）に関する指定商品・指定役務につい

ての取扱いは、以下のとおりとする。 

 

１．仮想商品及びそれを取り扱う役務について 

（１）指定商品又は指定役務として採用可能な表示 

 ア 商標法上の商品1を表示する仮想商品 

 本取扱いにおいて、「仮想商品」とは、「仮想空間2上で商品等の形状を表示す

るためのデジタルデータ」をいう。「仮想商品」の一例として、「仮想被服」が挙

げられるが、これは、「仮想空間上で被服の形状を表示するためのデジタルデー

タ」をいう。 

 しかしながら、指定商品の記載としては、「仮想商品」の文字のみでは、どの

ような商品等の形状を表すのかが不明確であり、かつ広範である。また「仮想被

服」が、「被服」を模したものと考えられるとしても、世間一般に既成語として

知られた語ではなく、指定商品の記載としては、やはり不明確である。 

 そこで、我が国において、上述の「仮想商品」を指定商品として記載する場合

には、デジタルデータであることを認識できるように、語頭に「ダウンロード可

能な」（downloadable）の文字を付し、第９類「ダウンロード可能な仮想○○」

（downloadable virtual ○○）（注）と記載する。 

（注）「○○」は、原則として、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商

品等、単独で指定商品として採用可能な表示とする。ただし例外として、例えば

「コンピュータプログラム」のような無体物は、指定商品の表示としては採用可

能であるが、視認不可能なものであって、「商品等の形状を表示する」という仮

想商品の定義には馴染まないため、「○○」部分に記載することはできない。 

 

 以下に、「仮想商品」に関する指定商品、又は、「仮想商品」を取り扱う指定役

務として採用可能な表示及び類似群コード3の例を示す。 

 
1 「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 22 版〕」商標法 第二条の「字句の解釈」において、

「商品」とは「商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。」とされている。 
2 仮想空間とは「多人数が参加可能で、参加者がその中で自由に行動できるインターネット上に構築され

る仮想の三次元空間」をいう。出典：令和 2 年度コンテンツ海外展開促進事業（仮想空間の今後の可能性

と諸課題に関する調査分析事業）4 頁 
https://www.meti.go.jp/policy/mono info service/contents/downloadfiles/report/kasou-houkoku.pdf 
3 区分・表示・類似群コードは、今後、国際分類表の変更等に伴い変更される可能性がある（以降同

じ）。 
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・ 第 9類「ダウンロード可能な仮想被服」（downloadable virtual clothing）

（ニース表示4）11C01 24E02 26D01 

・ 第 35 類「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の提供」（online retail services for 

downloadable virtual clothing）（ニース表示）11C01 24E02 26D01 35K08 

35K15 35K99 

・ 第 41 類「仮想空間で被服を表示するためのオンラインによる画像の提供」

（providing online images for displaying clothing in virtual 

environments）41E02 

・ 第 42 類「仮想空間で被服を表示するためのコンピュータプログラムの提

供」（providing computer programs on data networks for displaying 

clothing in virtual environments）42X11 

 

 イ その他 

 仮想空間上で使用される「アバター」（インターネット上の仮想空間で、チャ

ットや散歩を楽しむなど、ユーザーの分身として動きさまざまな経験をするオ

リジナルのキャラクター5）は、第９類「ダウンロード可能なアバター」

（downloadable avatars）と記載する。なお、「ダウンロード可能な仮想アバタ

ー」（downloadable virtual avatars）の記載も採用可能である。 

 

（２）指定商品又は指定役務として不明確な表示 

 ア 「○○」部分が不明確な場合 

 「仮想商品」を指定商品として記載する場合、上記（１）のとおり、第９類「ダ

ウンロード可能な仮想○○」（downloadable virtual ○○）と記載するが、当該

記載中、「○○」が単独で指定商品として採用できないものの場合、指定商品と

して不明確な表示と取り扱う。 

 

 以下に、「○○」が単独で指定商品、又は、「仮想商品」を取り扱う指定役務と

して不明確である表示の例を示す。 

・ 第 9類「ダウンロード可能な仮想商品」（downloadable virtual goods） 

（補足）上記（１）アに記載のとおり、「仮想商品」の文字のみでは、どのよ

うな商品等の形状を表すのかが不明確である。 

 

・ 第 35 類「ダウンロード可能な仮想商品の小売の業務において行われる顧

 
4 「ニース表示」とは「商品・サービス国際分類表 アルファベット順一覧表」に掲載されている表示を

いう。 
5 「コンサイスカタカナ語辞典 第４版」（株式会社三省堂） 
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客に対する便益の提供」（retail services for downloadable virtual 

goods） 

・ 第 35 類「ダウンロード可能な仮想飲食料品の小売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供（retail services for downloadable virtual 

foods and beverages） 

（補足）「飲食料品」の文字は、いわゆる小売等役務（衣料品・飲食料品及び

生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供）において用いられているが、小売等役務にお

いては、生活用品や飲食料品等をまとめて取り扱う小売業が一般的に存在し、

販売体系が確立されている実情が存在するため、指定役務の表示として採用

が認められている。 

 一方、仮想商品に関しては、販売体系等は小売業とは実情を異にすることか

ら、小売等役務を指定する際に用いることができる表示であっても、仮想商品

を取り扱う指定役務の表示として採用することは認めず、不明確な表示と取

り扱う。 

 

・ 第 41 類「仮想空間で商品を表示するためのオンラインによる画像の提供」

（ providing online images for displaying goods in virtual 

environments） 

（補足）「商品」の文字のみでは、どのような商品等の形状を表すのかが不明

確である。以下の例も同様である。 

 

・ 第 42 類「仮想空間で商品を表示するためのコンピュータプログラムの提

供」（providing computer programs on data networks for displaying 

goods in virtual environments） 

 

 イ 「ダウンロード可能な仮想○○」（downloadable virtual ○○）と異なる

表示の場合 

 上記（１）のとおり、「仮想商品」を指定商品として表示する場合には、第９

類「ダウンロード可能な仮想○○」（downloadable virtual ○○）と記載するた

め、例えば、以下のように当該表示と異なるものは、原則、指定商品として不明

確な表示と取り扱う。「仮想商品」を小売等役務において記載する場合も同様で

ある。 

・ 第 9類「仮想○○」、「ダウンロード可能な仮想の○○」、「ダウンロード可

能な仮想空間用○○」、「ダウンロード可能な仮想空間で再現された○○」、

「ダウンロード可能な仮想空間における○○」等 
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（「virtual ○○」、「downloadable virtualized ○○」、「downloadable 

virtual equivalent of ○○」等） 

 

・ 第 35 類「仮想○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供」、「ダウンロード可能な仮想の○○の小売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想空間用○○の小売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想空

間で再現された○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の

提供」、「ダウンロード可能な仮想空間における○○の小売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供」等 

（「retail services for virtual ○○」、「retail services for 

downloadable virtualized ○○」、「retail services for downloadable 

virtual equivalent of ○○」等） 

 

 ウ 第９類以外の商品区分で、仮想商品と解釈しうる表示が出願された場合 

 「ダウンロード可能な仮想○○」は、第９類の商品であるため、例えば、以下

のように、第９類以外の商品区分において「ダウンロード可能な仮想○○」の表

示、又は、仮想商品と解釈しうる「仮想○○」の表示が記載されている場合は、

指定商品として不明確な表示と取り扱う。 

・ 第 25 類「ダウンロード可能な仮想被服」（downloadable virtual clothing） 

・ 第 25 類「仮想被服」（virtual clothing） 

 

２．仮想空間において提供される役務について 

（１）指定役務として採用可能な表示 

 仮想空間において提供される役務の目的や結果と、現実において提供される

役務の目的や結果が同じ場合、原則として、仮想空間において提供される役務は、

現実において提供される役務と同じ区分に属し、同じ類似群コードが付与され

る。 

 

 以下に、役務の目的や結果が仮想空間と現実とで変わらず、仮想空間において

提供される役務として採用可能な表示及び類似群コードの例を示す。 

・ 第 35 類「仮想空間における他人のためのプロダクトプレイスメントによ

るマーケティング」（marketing through product placement for others 

in virtual environments）（ニース表示）35A01 35A02 35B01 

・ 第 35 類「仮想空間における広告業」（advertising for others in virtual 

environments）35A01 

・ 第 36 類「仮想空間で提供されるオンラインによる銀行業務」（online 
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banking services rendered in virtual environments）（ニース表示）

36A01 

・ 第 38 類「仮想空間におけるチャットルーム形式による通信」（providing 

chatrooms in virtual environments）（ニース表示）38A01 

・ 第 38 類「共同作業のための仮想空間におけるオンラインフォーラム形式

による通信」（providing online virtual environment-based forums for 

work collaboration）38A01 

・ 第 41 類「仮想空間における音楽コンサートの上演」（presentation of 

music concerts in virtual environments）41E03 

・ 第 41 類「仮想空間における娯楽の提供」（entertainment services 

provided in virtual environments）（ニース表示）41E01 41E02 41E03 

41E04 41E05 41F01 41F06 41G01 41G02 41G03 41G04 41K01 

・ 第 41 類「娯楽のための仮想空間において提供される模擬旅行の実施」

（simulated travel services provided in virtual environments for 

entertainment purposes）（ニース表示）41F06 

・ 第 41 類「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」

（simulated restaurant services provided in virtual environments 

for entertainment purposes）（ニース表示）41K01 

・ 第 41 類「仮想空間を通じたオンラインゲームの提供」（online game 

services provided via virtual environments）41K01 41Z99 

・ 第 41 類「仮想空間を通じたオンラインゲームで利用されるゲーム内専用

アイテムの提供」（providing in-game items especially for use in 

online games provided via virtual environments）41K01 41Z99 

・ 第 42 類「仮想空間のホスティング」（hosting virtual environments）（ニ

ース表示）42X11 

・ 第 42 類「仮想空間における共同作業のためのソフトウェアプラットフォ

ームのホスティング」（hosting software platforms for virtual 

environment-based work collaboration）（ニース表示）42X11 

 

（２）指定役務として不明確な表示 

 仮想空間において提供される役務の目的や結果と、現実において提供される

役務の目的や結果が異なる場合、仮想空間において提供される役務自体を把握

することが困難であるため、指定役務として不明確な表示と取り扱う。 

 

 以下に、仮想空間と現実とで役務の目的や結果が異なるため、仮想空間におい

て提供される役務に係る指定役務として不明確である表示の例を示す。 

・ 「仮想空間における企画旅行の実施」 
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（補足）第 39 類「企画旅行の実施」（42A02）は現実に異なる場所に移動する

が、「仮想空間における企画旅行の実施」は現実の移動を伴わず、役務の目的

や結果が異なるといえるため、指定役務として不明確である。 

 なお、代案として、第 41 類「娯楽のための仮想空間において提供される模

擬 旅 行 の 実 施 」（ simulated travel services provided in virtual 

environments for entertainment purposes）（ニース表示）（41F06）の表示が

考えられる。 

 

・ 「仮想空間における飲食物の提供」 

（補足）第 43 類「飲食物の提供」（42B01）は現実の飲食を伴うが、「仮想空間

における飲食物の提供」は現実の飲食を伴わず、役務の目的や結果が異なると

いえるため、指定役務として不明確である。 

 なお、代案として、第 41 類「娯楽のための仮想空間における模擬レストラ

ン の 提 供 」（ simulated restaurant services provided in virtual 

environments for entertainment purposes）（ニース表示）（41K01）の表示が

考えられる。 

（注）上記代案及び類似群コードは、上記例についてのものであり、仮想空間と

現実とで目的や結果が異なる役務が、全てこのような区分・表示・類似群コード

で採用可能とは限らないため、留意が必要である。 

 

３．非代替性トークン（ＮＦＴ）に関する指定商品・指定役務について 

（１）指定商品又は指定役務として採用可能な表示 

 「非代替性トークン（ＮＦＴ）」とは、「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」

であり、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一性を付与して真贋性を担

保する機能や、取引履歴を追跡できる機能を有する6。 

 また、当該語は、「アート作品など、複製でないことに価値があるものに、そ

れが唯一のデータであることを証明する情報を埋め込んだもの」7等の意味合い

でも用いられている。 

 したがって、「非代替性トークン（ＮＦＴ）」、「非代替性トークン」及び「ＮＦ

Ｔ」は、単独ではその意味合いが特定できず不明確であるが、例えば、以下のよ

うな指定商品又は指定役務の表示であれば採用可能である。 

 なお、「非代替性トークン（ＮＦＴ）」、「非代替性トークン」及び「ＮＦＴ」の

語は相互に置き換え可能である。 

 
6 経済産業省「デジタル時代の規制・制度のあり方について」第 4 回 産業構造審議会 経済産

業政策新機軸部会 事務局説明資料（2022 年 2 月）

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin kijiku/pdf/004 05 00.pdf 
7 デジタル大辞泉「NFT」（小学館 2024 年 3 月 19 日最終閲覧）

https://kotobank.jp/word/NFT-2783796 
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・ 第 9類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証されたダウンロード可能

なデジタル画像ファイル」（ downloadable digital image files 

authenticated by non-fungible tokens [NFTs]）（ニース表示）24E02 26D01 

・ 第 9類「非代替性トークン（ＮＦＴ）生成用のダウンロード可能なコンピ

ュータソフトウェア用アプリケーション」（downloadable computer 

software applications for minting non-fungible tokens [NFTs]）（ニ

ース表示）11C01 

・ 第 25 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証された現実の被服」

（clothing authenticated by non-fungible tokens [NFTs]）（ニース表

示）17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 

・ 第 35 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証されたダウンロード可能

なデジタル画像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供」（retail services relating to downloadable digital image 

files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]）（ニース表示）

24E02 26D01 35K15 35K99 

・ 第 35 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証されたダウンロード可能

なデジタル画像ファイルの買い手及び売り手のためのオンライン市場の

提供」（provision of an online marketplace for buyers and sellers of 

downloadable digital image files authenticated by non-fungible 

tokens [NFTs]）（ニース表示）35B01 

・ 第 35 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証されたダウンロード可能

なデジタル画像ファイルのオンライン市場への出品事務手続の代行」

（listing of downloadable digital image files authenticated by non-

fungible tokens [NFTs] in online marketplaces on behalf of others 

[office functions]）35G03 

・ 第 35 類「デジタル画像ファイルの非代替性トークン（ＮＦＴ）による認証

取得のための事務手続の代行」（obtaining authentication by non-

fungible tokens [NFTs] for digital image files on behalf of others 

[office functions]）35G03 

・ 第 35 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証されたデジタル画像ファ

イルの購入の代行」（purchasing of digital image files authenticated 

by non-fungible tokens [NFTs] on behalf of others）35B01 

・ 第 36 類「非代替性トークン（ＮＦＴ）により認証された暗号資産の管理」

（management of cryptocurrency authenticated by non-fungible tokens 

[NFTs]）36A01 

・ 第 42 類「オンラインによるダウンロードが不可能な非代替性トークン（Ｎ

ＦＴ）生成用のコンピュータソフトウェアの提供」（providing online non-
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downloadable computer software for minting non-fungible tokens 

[NFTs]）（ニース表示）42X11 

 

（２）指定商品又は指定役務として不明確な表示 

 「非代替性トークン」や「ＮＦＴ」は、単独ではその意味合いが特定できない

ため、指定商品又は指定役務として不明確な表示と取り扱う。 

・ 「非代替性トークン（ＮＦＴ）」（non-fungible tokens [NFTs]） 

・ 「非代替性トークン」（non-fungible tokens） 

・ 「ＮＦＴ」（NFTs） 

・ 「非代替性トークン（ＮＦＴ）の小売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供」（online retail services for non-fungible tokens 

[NFTs]） 

・ 「非代替性トークン（ＮＦＴ）の買い手及び売り手のためのオンライン市

場の提供」（provision of an online marketplace for buyers and sellers 

of non-fungible tokens [NFTs]） 

・ 「オンラインによる非代替性トークン（ＮＦＴ）の提供」（providing 

online non-fungible tokens [NFTs]） 

 

４．適用日 

本取扱いは、その公表日（令和６年３月２９日）において特許庁に係属している

商標登録出願、又は、公表日以降にされた出願であって、指定商品・指定役務中

に、仮想空間及び非代替性トークン（ＮＦＴ）に関する指定商品・指定役務を含

む出願に適用する。 
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４７．１０１．０１ 

地域団体商標登録出願に係る主体要件について 

 
１．共同出願に係る商第７条の２第１項柱書における主体要件について 
 複数の者が共同して地域団体商標登録出願をする場合、出願人全員が、主体

要件を満たしていることが必要である。 

 
２．地域団体商標の主体要件を満たさない者について 

商第７条の２第１項柱書の主体要件を満たさない者は、例えば、次のとおり

である。 

（１）個人 

（２）法人格を有しない組合 

民法上の任意組合、商法上の匿名組合、有限責任事業組合（ＬＬＰ）等 

（３）設立根拠法において、加入自由の定め1のない組合 

 農事組合法人、鉱工業技術研究組合等 

（４）その他、主体要件を満たさない法人 
 一般社団法人、一般財団法人、地方公共団体、株式会社等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 商第７条の２第１項柱書「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しない

ものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、

又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めの

あるものに限る。）（以下略）」における下線部に該当するもの。 
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＜参考：地域団体商標の主体要件を満たす組合の例＞ 

 

種類 

 

設立根拠法 

法律名 
加入自由の

定め 

事業協同組合  

中小企業等協同組合法 

 

 

第１４条 

 

協同組合連合会 

企業組合 

農業協同組合 
農業協同組合法 第１９条 

農業協同組合連合会 

漁業協同組合 

水産業協同組合法 第２４条 

漁業協同組合連合会 

漁業生産組合 

水産加工業協同組合 

水産加工業協同組合

連合会 

森林組合 

森林組合法 第３５条 生産森林組合 

森林組合連合会 

酒造組合 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第１０条 

酒販組合 

酒造組合連合会 

酒販組合連合会 

酒造組合中央会 

酒販組合中央会 

 

※作成日以降の法改正等で、加入自由の定めの条文が変更される場合等がありますので、

最新の情報を御確認ください。 
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３．「これらに相当する外国の法人」2が提出すべき書類の例（ひな形） 

＜出願人が法人格を有することの証明書類＞ 

 

「出願人が法人であることを公的機関が証明した書面（法人証明書）の例」 

Letters Patent 
 
WHEREAS an application has been filed to incorporate a corporation 
under the name  
      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（出願人名） 

 
THEREFORE the minister of   ＊＊＊ by virtue of the powers vested in 
him by the ＊＊＊Act, constitute the applicants and such persons as may 

hereafter become members in the corporation hereby created, a body 
corporate and politic in accordance with the provisions of the said Act.  A 
copy of the said application is attached hereto and forms part hereof. 
 
Date of Letters Patent   April 15, 2014 
 
Given under the seal of office of the Minister of ＊＊＊＊＊ 

 
                      Signature*******（証明官） 

 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

 
 
 

 
2 商第７条の２第１項柱書「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しない

ものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、

又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めの

あるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第

二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下略）」における下線部に該当す

るもの。 
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４７．１０１．０３ 

外国の地名に係る地域団体商標の周知性について 

 
１．「需要者の間に広く認識されている」について 

（１）外国の地名に係る地域団体商標についても、日本国内での周知性を必

要とするが、当該商標を使用した商品は、日本国内における収穫地、生産地

という基準での考慮にはなじまず、通常、日本に輸入されて販売されている

ことから、主たる需要者は大消費地等の大都市に限定されることが多いと考

えられる。そこで、周知性を獲得しているかの判断においては、原則として、

当該販売地が属する一都道府県における多数の需要者の間に広く認識され

ていることをもって足りるものとする。 
なお、商品の特性から販売地域が大消費地等の大都市以外の特定の地域に

限定されるものであれば、その地域が属する一都道府県における多数の需要

者の間に広く認識されていることをもって足りるものとする。 
 
（２）外国の地名に係る地域団体商標が、テレビ放送、新聞、インターネッ

ト等のメディアを通じて、大規模に宣伝広告及び販売等が行われている場合

は、（１）に加えて、商標審査基準第７ 第７条の２ ７．に従って判断す

るものとする。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準 
○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

 
 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
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４７．１０１．０４ 

商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等 

の文字のみからなること 

 
１．地域の名称 

（１）地域の名称は、地理的名称を広く含むものである。さらに、地域名の

愛称や雅称は地域を特定できるものとして一般的に用いられているも

のであれば、原則として、地域の名称として認めることとする。 
 

（２）複数の地域の名称を含むもの 
例えば、以下の場合は、複数の地名をその構成中に含むものであるが、

このような場合も「地域の名称」として認める。 
①「武蔵岩槻どじょう」（地域：埼玉県さいたま市岩槻区） 
 旧国名である「武蔵」の地域内にさいたま市岩槻区は、包含され

ることから、地域を特定できる。 
②「市川浦安海苔」（地域：千葉県市川市、同浦安市） 

隣接する市であり、地域を特定できる。 
③「川越竹間沢紬」（地域：埼玉県入間郡三芳町竹間沢） 
 「川越」の文字部分は、江戸時代の川越藩に由来するものであり、

「竹間沢」地区は旧藩領にあることから、地域を特定できる。 
 
２．普通名称 

指定商品（役務）との関係で、普通名称であるか否かを判断するものとす

る。 
   指定商品（役務）の名称と同一又は、その略称又はその俗称の場合に普通

名称と判断するものとする。 
例えば、指定商品「さつまいも」について商標「さつまいも」、指定商品「伊

予柑」について商標「いよかん」などは、全体として商品の普通名称であり、

地域団体商標の登録を受けることはできない（商標法第３条第１項第１号）。 
全国各地において同一名称で栽培、生産されているような商品及び全国各

地で同一名称で提供されるような役務は、全体で商品（役務）の普通名称と考

えられる。 
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３．種苗法に基づく品種登録中の品種の名称 
種苗法に基づく登録品種の名称は、商標法第４条第１項第１４号の規定に

より登録されない。この場合、種苗法上の育成者権を持つ者と地域団体商標登

録出願の出願人が同一であっても登録を受けることはできない。 
 

４．色彩を付した文字のみで表した商標について 
   色彩も標章の構成要素（商標法第２条第１項柱書）であるから、文字と色彩

の組み合わせからなるものは、地域団体商標として登録されない。 
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４７．１０１．０５ 

商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な 

関連性を有することについて 

 
１．地域団体商標を構成する地域の名称は、出願人である団体又はその構成員

が商標登録出願前から出願に係る商標を使用していた商品（役務）と密接な関

連性を有するものでなければならない。 
実際に団体や構成員が、出願に係る商標をどのような商品（役務）に使用し、

その商品（役務）が商標中の地域の名称とどのような関連性を有しているかに

ついては、出願人からの書類の提出がない限り判断できないことから、書類の

提出を求めることにした（商第７条の２第４項）。 
なお、共同出願の場合は出願人全員について書類の提出が必要となる。 
 

２．上記１．の書類の有無についての確認は、方式審査事項である。 
 
３．上記１．の書類の提出はあるが、その書類によっては、商標中の地域の名

称が、商品の産地又は役務の提供地等、商標の使用をしている商品（役務）と

密接な関連性が認められないため、商第７条の２第２項にいう「地域の名称」

に該当せず、結果として、商標が地域の名称及び商品（役務）の名称等の文字

のみからなるものと認められない場合は、商第７条の２第１項の要件を具備し

ないものとして、拒絶の理由を通知する。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

 

 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
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４７．１０１．０６ 

他人の商標との類否判断について 

 
１．類否判断における地域団体商標の取扱い 

登録された地域団体商標は、使用により商標全体が不可分かつ一体なも

のとして需要者の間に広く認識された結果、商標登録されたという事情を

考慮して商標全体を不可分一体であるとして商第４条第１項第１１号の判

断を行うものとする。 
  なお、登録された地域団体商標の類否の判断についても、商標審査基準

第３ 十、第４条第１項第１１号１．の考え方を変更するものではなく、

最終的には外観、称呼、観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察し、他

人の後願の商標との類否を決定するものとする。 
 

２．地域団体商標と同一又は類似の文字部分を含む他人の先後願商標との関係 
（１）他人の先願の商標との関係 

地域団体商標の商標登録出願より先に出願された商標で、その地域団

体商標と同一又は類似の文字と識別力のある図形又は文字との組み合わ

せにより登録された商標が存在する場合、原則として、先願の登録商標

はその図形等の部分が商標の要部であり、地域団体商標とは類似しない

と判断されることから、後願の地域団体商標の商標登録出願には、商第

４条第１項第１１号を適用しない。 
例外として、先願の登録商標中の地域団体商標と同一又は類似の文字

部分が周知となっており、権利者の出所を表示するものと認められる場

合には、その登録商標と類似するとして、後願の地域団体商標の商標登

録出願に商第４条第１項第１１号を適用する。 
（２）他人の後願の商標との関係 

登録された地域団体商標より後に出願された商標で、その地域団体商

標と同一又は類似の文字を含む商標については、地域団体商標が需要者

の間で周知となっているとして登録された商標であることから、需要者

は、後願の商標の文字部分に着目して記憶し取引に当たることが少なく

ないものと考えられるため、原則として、後願の商標は地域団体商標と

同一又は類似の商標として取り扱うものとする。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準 
○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/32_7-2.pdf
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４７．１０１．０７ 

「地域の名称」との関係における 

指定商品（指定役務）の記載について 

 
地域団体商標は、その構成上、需要者をして、「その地において生産される商

品」であるとか「その場所において提供される役務」等の認識を生じさせやす

いことから、その指定商品（指定役務）は地域的な限定が必要と考えられる（商

標法第 4 条第 1 項第 16 号）。この地域団体商標の指定商品（指定役務）の地域

的な限定は、地域団体商標登録出願に係る商標を使用していた商品（役務）と

密接な関連性を有する地域の名称により判断される。 
 原則的には、商標中の地域の名称との関係で、地域的な限定を付すことにな

るが、必ずしも地域団体商標中の地域の名称と同一の文字からなる限定を付す

必要はない（例えば、旧国名の場合等）。また、商標の構成によっては、適切な

地域的な限定が一つとは限らない。 
地域的な限定については、審査対象となる地域団体商標の商標法第７条の２

第１項の要件を満たしている地域の名称との関係で適切と考えられる範囲内で、

商品の品質（役務の質）の誤認を生じさせない程度に限定するものとする（商

標法第 4 条第 1 項第 16 号を適用）。 
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４７．１０１．０８ 

他人の周知商標と同一又は類似の商標について 

 
複数の団体が同一又は類似の商標を使用しており、その複数の団体の商標が

いずれも周知となっている場合には、需要者に混同を生じさせるおそれがある

ため、通常の商標について同様の状態にある場合と同じく、商標法第４条第１

項第１０号の規定により、地域団体商標の登録を受けることはできない。 

ただし、共同出願（名義変更をした場合を含む）したときは、本号の適用は

ないものとする。 

 

１．文字の種類が同一であるが、書体が相違している場合 

複数の団体が使用をする商標が相違する場合であっても、その相違が外

観上同視し得る程度であり、出願商標との同一性があるような場合であれば、

類似の商標を使用している複数団体がまとまって共同出願をし（又は、出願

の後には共同出願に名義変更をし）、全体として地域団体商標の登録要件を

具備したものと判断される場合、これら複数の団体又はその構成員の業務に

係る商品（役務）を表示するものとして周知となっているとして、登録が認

められる場合もあるものとする。 

具体例 

商標「東京小豆」を商品「小豆」に甲農業協同組合が使用し、商標「東

京小豆」を商品「小豆」に乙農業協同組合が使用して各々が商標法第７

条の２第１項の要件を具備する場合には、商標法第４条第１項第１０号

の適用がされるところであるが、地域団体商標「東京小豆」で指定商品

「小豆」について甲及び乙農業協同組合の共同出願とすることによって、

登録が認められる。 

２．文字の種類が相違している場合 

複数の団体が使用している商標が、それぞれ漢字とひらがなの場合のよ

うに文字の種類が相違する場合は、これらの商標は各々異なることから一の

地域団体商標登録出願とすることはできず、地域団体商標の登録を受けるこ

とはできない。 

具体例 

商標「東京小豆」を指定商品「小豆」に甲農業協同組合が使用しており、

商標「とうきょうあずき」を指定商品「小豆」に乙農業協同組合が使用

している場合、各々の地域団体商標が商標法第７条の２第１項の要件を
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具備していても、需要者に混同を生じさせるおそれがあるため、商標法

第４条第１項第１０号が双方の地域団体商標登録出願に適用されて登録

を受けることができない。 
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４７．１０１．０９ 

他人の業務と出所の混同を生ずるおそれがあるか 

どうかの判断について 
 

登録された地域団体商標は、需要者間に広く知られたものであることによ

り商標登録されたものであるところ、その周知性により商標又は商品（役務）

の同一又は類似の範囲を超えて出所の混同を生ずる場合がある。 
特に、地域団体商標制度導入の趣旨は、全国的な周知性を獲得していく段

階にある商標を第三者が便乗使用する行為を排除することにあることから、

地域団体商標についても、商標法第４条第１項第１１号の適用が困難であっ

ても、出所の混同が生ずるおそれがある商標については、商標法第４条第１

項第１５号の適用を考慮するものとする。 
例えば、以下の場合には商標法第４条第１項第１５号を適用するものとす

る。 
商品（役務）が非類似で、登録された地域団体商標と同一の文字部分を

含む後願商標であって、その指定商品が登録された地域団体商標の指定

商品との関係で、原材料とその加工品のような関係にある場合 
具体例 
１） 指定商品「東京都産のみかん」について登録された地域団体商

標「東京みかん」、指定商品「みかんジュース」について後願商

標が「東京みかん入り」（「東京みかん」の文字部分を含む）の

場合 
２） 指定商品「東京都産のビール」について登録された地域団体商

標「東京ビール」、指定役務「飲食物の提供」について後願商標

が「東京ビール」の文字部分を含む場合 
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４７．１０１．１０ 

               

地域団体商標に係る団体の構成員について 

 

 

地域団体商標に関しては、自己又はその構成員による商標の使用を登録の要

件としており（商標法第７条の２）、また、登録後においては、商標権者であ

る組合等の定めるところにより、その構成員が登録商標の使用をする権利を有

し（商標法第３１条の２第１項）、不使用取消審判等においては通常使用権者

とみなされる（商標法第３１条の２第３項）。ところで、地域団体商標の出願

の中には「全国農業協同組合連合会」（以下「全農」という。）が出願人となっ

ているものもあるところ、全農の構成員は個別の地方自治体にある単位農協で

あって、単位農協の組合員である農業従事者（農家）は構成員になり得ないの

ではないか、という指摘がある。 

しかし、全農の構成員については、以下の基本的考え方により、地域団体商

標の審査においては農業従事者（農家）も構成員として取り扱うこととする。 

なお、全農と同様の事情にある団体についても、以下に準じて取り扱うもの

とする。 

 

（基本的考え方） 

１．地域団体商標は、団体又はその構成員の業務に係る商品又は役務として共

通の性質を表示するために団体が構成員に使用をさせる商標である。 

 

２．全農については、その事業を行うに当たって、直接構成員である単位農協

等のみならず、間接構成員である単位農協の組合員も構成員である組合員と

して扱われる（農業協同組合法第１０条）ところ、その間接構成員に関して

は「連合会については、その直接の構成員である会員のほか、間接の構成員

である会員の組合員である農業者が、事業利用において会員と同じ扱いとな

る」とされている（「農林法規解説全集」農林水産省農林法規研究委員会編）。 

 

３．しかも、農業者が構成員として扱われるのは、農業の経営及び技術の向上

に関する指導、組合員の事業に必要な物資の供給、農作業の共同化、組合員

の生産する物資の運搬・加工・貯蔵又は販売等の事業であるが、これらは、

団体の管理の下で団体としての共通の品質を確保して構成員に商標の使用を

させるという地域団体商標の趣旨に密接な関係を有するといえるものであり、

これら事業においては、農業者も全農の構成員として扱われているといえる。 

 

４．このため、仮に、全農については、直接構成員である単位農協のみならず、

間接構成員である単位農協の組合員である農業者も、全農の構成員として扱

うこととする。 
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（参考１）農業協同組合法（抜粋） 

 
第十条  組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。  
一  組合員（農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に

構成する者。次項及び第四項並びに第十一条の三十一第三項及び第五項を除き、以下こ
の節において同じ。）のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導  

二  組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け  
三  組合員の貯金又は定期積金の受入れ  
四  組合員の事業又は生活に必要な物資の供給  
五  組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設（医療又は老人の福祉に関するものを除

く。）の設置  
六  農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設  
七  農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土

地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理  
八  組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売  
九  農村工業に関する施設  
十  共済に関する施設  
十一  医療に関する施設  
十二  老人の福祉に関する施設  
十三  農村の生活及び文化の改善に関する施設  
十四  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結  
十五  前各号の事業に附帯する事業  

 

 

 

（参考２）農林法規解説全集（抜粋） 

〔農林水産省農林法規研究委員会編：株式会社大成出版〕 

 

「従前から、連合会がその会員である農協の組合員に対して行うサービスの提供につい

ては、会員農協が行う事業を補完するという位置付けで実施してきたところであり、平

成一三年の改正では、経済事業改革の一環として、連合会が生産資材を一括発注し組合

員に直接供給するシステムが確立されること等が考えられたことから、連合会について

は、その直接の構成員である会員のほか、間接の構成員である会員の組合員である農業

者が、事業利用において会員と同じ扱いとなることが明確にされたところである。」 



４７．１０１．１１ 

- 1 -                    
 （令和７．３ 改訂） 

４７．１０１．１１ 

 

地域未来投資促進法の適用による 

地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件について 

 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 

（地域経済牽引事業計画の承認） 

第十三条 促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主

務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画（以下「地域経済牽引事業計

画」という。）を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事（地域経済牽引事業を行お

うとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、

第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。）の承認を申請す

ることができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経

済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを

その承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。  

２ 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一 地域経済牽引事業の内容及び実施期間  

二 地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法  

三 地域経済牽引事業の実施による経済的効果 

３ 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。 

 一～三 （略） 

 四 地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の

規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項 

  イ 当該一般社団法人の名称及び所在地 

  ロ 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め（正当な理由がないのに、構

成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際

に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。） 

  ハ 第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役

務 

 五 （略） 

４ 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業

計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 
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５ （略） 

６ 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞な

く、その旨を通知しなければならない。 

７ 主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画

が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承

認をするものとする。 

８～９ （略） 

10 主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対

し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 

 

（商標法の特例） 

第二十三条 承認地域経済牽引事業者に一般社団法人（その定款において、正当な理由がない

のに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の

際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）が含まれ

る場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第四号ハに掲げる商品又は役務（以下

この条において「承認地域経済牽引商品等」という。）に係る地域団体商標の商標登録（商

標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登

録をいう。以下この条及び次条において同じ。）を受けようとするときは、当該地域団体商

標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の

実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなし

て、同法の規定を適用する。 

２ 前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地

域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地

域経済牽引事業計画（以下この項において「現行計画」という。）の実施期間内に、当該承

認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画（実施期間の開始日が現行計画の

実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。）について、第十三条第四項又は第七項の規定

による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の

終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当

該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適

用する。 

３～６（略） 

 

１．主体要件の判断について 

 一般社団法人は、商第７条の２第１項に規定する組合等に含まれないが、地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（通称：地域

未来投資促進法）の特例措置（同法第２３条第１項又は第２項）が適用される場
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合に限り、前記組合等とみなされて、地域団体商標の登録主体となり得る。 

 一般社団法人による地域団体商標の商標登録出願があったときは、出願の際

に提出された①地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書（地域経済牽引事業の促

進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十七条に規定する承認地域

経済牽引事業に関する省令 様式第１）の写し、及び②地域経済牽引事業計画の

承認に係る通知書（当該事業計画が都道府県知事等に承認された旨を証する書

面）の写しにおいて、次の(1)から(5)までの事項を確認する。 

これらの事項のうち、一つでも確認できない場合は、上記特例措置の適用がな

いため、商第７条の２の登録要件（主体要件）を満たさないと判断する。 

なお、上記①及び②の提出の有無についての確認は、方式審査事項である。 

 

 (1) 都道府県知事等1に承認された事業計画であること。 

 

 (2) 査定時において、事業計画の実施期間（地域未来投資促進法第２３条第

１項又は第２項の適用を受け得る実施期間に限る。）内であること。 

 

 (3) 出願人と事業計画に記載された一般社団法人とが同一であること（地域

未来投資促進法第１３条第３項第４号イ）。 

 

 (4) 事業計画に記載された当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定

款の定めに加入自由の原則（正当な理由がないのに、構成員たる資格を有

する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付さ

れたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め）が規定されているこ

と（地域未来投資促進法第１３条第３項第４号ロ）。 

ただし、事業計画に定款の定めが記載されていない場合は、事業計画に添

付された定款により上記加入の原則が規定されていること。 

 

 (5) 願書に記載された指定商品又は指定役務と事業計画に記載された商品

又は役務とが一致すること（地域未来投資促進法第１３条第３項第４号ハ）。 

   一致するか否かは、願書に記載された指定商品又は指定役務が事業計画

に記載された商品又は役務の範囲に実質的に含まれているか否かで判断す

る。 

 

 
1 地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣の承認を申請す

ることとなる。（地域未来投資促進法第１３条第１項） 
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  (ｱ) 一致するものとみる場合 

   ① 願書に記載された指定商品又は指定役務と事業計画に記載された商

品又は役務の内容が一致すると認められる場合 

（願書記載の指定商品・役務 － 事業計画記載の商品・役務） 

（例） 青森県産リンゴ ＝ 青森県産リンゴ 

（例） 弘前市産リンゴ ＝ 青森県弘前市産リンゴ 

（例） 青森県の地域で生産されるリンゴ ＝ 青森県産リンゴ 

（例） 青森県産の小麦を原材料とするうどん麺，青森県産の小麦を原材

料とするうどんの提供 ＝ 青森県で生産された小麦を使用した

うどん麺，青森県で生産された小麦を使用したうどんの提供 

 

  ② 願書に記載された指定商品又は指定役務が事業計画に記載された商

品又は役務に包含されていると認められる場合 

（願書記載の指定商品・役務 － 事業計画記載の商品・役務） 

（例） 青森県弘前市産リンゴ ＜ 青森県産リンゴ 

（例） 青森県青森市及びその周辺地域で生産されるリンゴ ＜ 青森県

産リンゴ 

（例） 青森県弘前市産リンゴ ＜ 青森県青森市及びその周辺地域で生

産されるリンゴ 

（例） 青森県青森市及びその近郊で生産されるリンゴ ＜ 青森県産リ

ンゴ 

 

   ③ 願書に記載された指定商品又は指定役務と事業計画に記載された商

品又は役務の内容が一致するとは認められなかったが、補正により、上

記①又は②に該当するものとなった場合 

（願書記載の指定商品・役務 － 事業計画記載の商品・役務） 

（例） 青森県産リンゴ ＞ 青森県青森市産リンゴ  

⇒ 指定商品を「青森県青森市産リンゴ」に補正（上記①に該当） 

⇒ 指定商品を「青森県青森市〇〇産リンゴ」に補正（上記②に該当） 

 

  (ｲ) 一致しないものとみる場合 

   ① 願書に記載された指定商品又は指定役務と事業計画に記載された商

品又は役務の内容とが一致しないが、要旨の変更となるため補正する

ことができないとき。 

（願書記載の指定商品・役務 － 事業計画記載の商品・役務） 

（例） 山形県産リンゴ ≠ 青森県産リンゴ 
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⇒ 指定商品を「青森県産リンゴ」に補正不可 

（例） 青森県弘前市産リンゴ ≠ 青森県青森市産リンゴ  

⇒ 指定商品を「青森県青森市産リンゴ」に補正不可 

（例） 青森県産さくらんぼ ≠ 青森県産リンゴ 

⇒ 指定商品を「青森県産リンゴ」に補正不可 

（例） 青森県で生産された小麦を使用したうどんの提供（役務） ≠ 青

森県で生産された小麦を使用したうどん麺（商品） 

⇒ 指定役務を「青森県で生産された小麦を使用したうどん麺」（商品）

に補正不可 

 

２．上記以外の要件について 

 上記以外の要件については、地域団体商標に係る審査基準等の取扱いに従う。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第７条の２（地域団体商標）」の審査基準 
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４９．０１ 

 

立体商標の願書への記載について 

 立体商標について、願書中の商標登録を受けようとする商標を記載する欄（以

下「商標記載欄」という。）へ記載した商標（以下「願書に記載した商標」とい

う。）及び商標の詳細な説明についての取扱いは、以下のとおりとする。 

 

１．商標記載欄に不適当な記載を含む場合について 

 

（１）願書に記載した商標が、需要者において視認できない構造や形状を有

する図（断面図等）を用いて記載されている場合は、立体商標が、視覚に訴

えるものでなければならないことを踏まえ、そのような記載は立体商標を表

示するものとして適当でなく、商第３条第１項柱書の要件を満たさないもの

と判断する。 

 このような場合において、願書に記載した商標中の付記的部分でない立体

商標の変更や削除等は、原則として要旨の変更であることから認められない。 

 

立体商標が二以上の図又は写真で表示されており、その中に需要者におい

て視認できない構造や形状を有する図（断面図等）を含む場合についても、

上記と同様とする。もっとも、この場合に断面図等を削除する補正について

は、出願時における立体商標の構成と同一性が保たれる限り、その立体商標

の形状を変更することにはならないことから、認められる（国際商標登録出願

については、商標の補正をすることができない。）。ただし、この場合は、補正（削

除）後の商標の全体（異なる二以上の図又は写真によって商標を記載する場

合は、補正後の全ての図又は写真）1を記載することが必要である。 

なお、その断面図等を外観を表示する図に補正することは、出願時におい

て記載されていない形状を追加することとなり、要旨の変更となることから、

認められない。 

 

[具体例 ]商第３条第１項柱書の要件を満たさないと判断される例  

                                            
 
1 「商標法施行規則様式第１５の２備考１０」参照 
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※需要者において視認できない構造や形状を有する図の例

（２）立体商標の構成を表す複数の図又は写真の縮尺が相違する場合、一つの

立体商標を表示するものとして適当ではなく、商第３条第１項柱書の要件を満

たさないものとする。 

［具体例］商第３条第１項柱書の要件を満たさないと判断される例  

※縮尺が相違する例

※縮尺が相違する例（施設の内装を一部拡大した図を含む例）

上記のように各図の縮尺が相違する場合において、願書に記載した商標中の

付記的部分でない立体商標の変更や削除等は、原則として要旨の変更であるこ
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とから認められない。 

もっとも、出願時における立体商標の形状と相似形を保つ範囲において、同

一縮尺の写真又は図に訂正された場合には、その立体商標の形状を変更するこ

とにはならないことから、そのような補正は認められる（国際商標登録出願につ

いては、商標の補正をすることができない。）。 

ただし、縮尺を拡大することにより、例えば、出願時において認識すること

のできなかった立体的形状に付された文字、図形、記号又は装飾等が認められ

ることとなるような補正は、新たな構成部分の追加となり、要旨変更に該当す

ることから認められない。 

 

（３）一つの立体商標を構成する立体的形状を分割し、二以上の図又は写真で

記載している場合は、各図の表す立体的形状が合致しないことから、商第３条

第１項柱書の要件を満たさないものとする。 

 

［具体例］商第３条第１項柱書の要件を満たさないと判断される例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※店舗の内装の立体的形状を二図に分割して表示した例 

 

（４）立体商標が立体的形状のみからなり、図又は写真が不鮮明であるため、

形状の全体が明確に特定し得ない場合については、商第３条第１項柱書の要件

を満たさないものとする。 

ただし、立体商標が立体的形状のみからなり、写真が不鮮明であるが、概ね

その全体の形状については特定し得るものである場合には、商第３条第１項柱

書の要件を満たすものとする。この場合、立体的形状の全体を明確に特定し得

るような鮮明な写真に補正することは、出願時における立体商標の構成と同一

性が保たれる限りにおいて認められる（国際商標登録出願については、商標の

補正をすることができない。）。なお、この場合には、補正後の商標の全体（異

なる二以上の図又は写真によって商標を記載する場合は、補正後の全ての図又

は写真）を記載することが必要である。 

 立体商標が、立体的形状に文字、図形、記号、又は装飾等(以下「文字等」
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という。)が付されている場合に、立体的形状は鮮明に記載されているものの、

文字等の構成、態様が明確に把握し得ない程小さく表示されていたり、容易に

は判読し得ない程に不鮮明な表示からなるときは、その写真を鮮明なものに補

正することにより、文字等の構成、態様を明らかにすることは、新たな構成部

分を追加することとなり、要旨変更に該当するため、認められない。 

なお、立体的形状に付された文字等の部分が不鮮明な場合には、文字等は判

読不可能なものとして、識別力の有無、及び類否判断の際の審査対象とはしな

い。 

 

 

２．立体商標が複数の線の種類等で記載されている場合について 

商標記載欄の記載が、商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破

線で描くこと等（以下「実線・破線等の描き分け」という。）で構成され

ており、当該破線等が商標を構成しない部分を表しているのか、模様等商

標を構成する部分を表しているのか明らかでない場合の取扱いについて。 

 

 商標記載欄の記載が実線・破線等で構成されているが、その破線部分が商

標を構成しない部分として描かれたのか、模様のように商標を構成する一部

分として描かれたのか、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明の記載（商

標の詳細な説明がある場合）から判断できない場合には、商第３条第１項柱

書の要件を満たさないものとする。 

 

［具体例］商第３条第１項柱書の要件を満たさないと判断される例  

 

 

※上記の図について、破線が商標を構成する一部分である場合には、商第３条第１項柱書

の要件を満たすため、商標の詳細な説明において、例えば、次のような記載をすることが

考えられる。 

（上記の図：商標の詳細な説明の記載例） 

商標登録を受けようとする商標は、立体商標であり、円柱形に破線で示した「ＪＰＯ」の

文字を付した立体的形状からなる。 
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３．立体商標の端が切れている場合等について 

 願書に記載した商標（実線・破線等の描き分けがある場合には商標を構

成する実線等の部分）の端が、商標記載欄の枠により切れている場合の取

扱いについて。 

 

（１）願書に記載した商標の端が商標記載欄の枠により切れている場合、その

立体的形状の全体の輪郭が明確に示されないことから、立体商標としての構成

及び態様を具体的に特定し得ない。そのため、商品の形状や、店舗、事務所、

事業所、施設（以下「店舗等」という。）の外観の形状のように、立体商標を

構成する立体的形状の全体の輪郭を商標記載欄に表示することが可能である

にもかかわらず、その全体を表示していない場合には、商第３条第１項柱書の

要件を満たさないものとする。 

  

〔具体例〕商第３条第１項柱書の要件を満たさないと判断される例  

 

※商品の形状からなる立体商標について、立体的形状を表す記載の一端が商標記載欄の枠

により切れており、立体商標としての構成及び態様が特定できない例 

 

もっとも、内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標につい

ては、その商標を表示しようとすると、天井、壁、床等の立体的形状の端が切

れることがやむを得ない場合があり、このような構成及び態様の範囲で出所識

別標識として機能することも否定できない。 
そこで、内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標であって、

商標記載欄の枠により立体商標の端が切れることがやむを得ない場合は、商標

記載欄に記載された範囲で立体商標としての構成及び態様が特定されていると

判断する。この場合には、商標の詳細な説明において、立体的形状の内部の構

成を表示した立体商標である旨を明らかにするものとし、①商標の詳細な説明

の記載がない場合、又は②商標の詳細な説明の記載から、立体的形状の内部の

構成を表示した立体商標であることが明らかでない場合には、商第３条第１項
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【商標登録を受けようとする商標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柱書の要件を満たさないものとする。②の場合には、商第５条第５項の要件も

満たさないものとする。  
 
［具体例］商第３条第１項柱書及び商第５条第５項の要件を満たさないと判断される例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【立体商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下｢商標｣という。)は、立体商標であり、コの字型のカウン

ター及び椅子を含む立体的形状からなる。 
（略） 

※立体商標の端が商標記載欄の枠により切れているが、商標の詳細な説明の記載から、立

体的形状の内部の構成を表示した立体商標であることが明らかと認められない例（上記②

の例） 
 

（２）商標を構成しない部分（破線等）の端が商標記載欄の枠で切れているが、 
商標を構成する部分（実線等）の端が商標記載欄の枠で切れていない場合は、商

第３条第１項柱書の要件を満たすものとする。  
 

〔具体例〕商第３条第１項柱書の要件を満たすと判断される例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商標を構成する部分（実線等）の端が切れていない例 
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４．立体商標における「商標の詳細な説明」の記載について 

  

立体商標において、商標の詳細な説明の記載が必要となる場合（商第５条第

４項、商施規（省令）第４条の８第２項第３号「商標を特定するために必要が

ある場合」）とその取扱いについて。 

 

（１）例えば、以下のような場合には、商標登録を受けようとする商標を特定す

るために商標の詳細な説明の記載が必要となる。 

・商標記載欄において、実線・破線等の描き分けがある場合。 

・店舗等の内装の形状からなる立体商標について、その立体商標の端が、商標記

載欄の枠により切れている場合。 

 

（２）商標記載欄に実線・破線等の描き分けがある場合、願書に記載した商標の

みでは、描き分けられた線等の意味が明らかでなく、商標の構成及び態様を明確

に特定することができない。そこで、実線・破線等の描き分けがある場合には、

描き分けた線等につき、その内容を商標の詳細な説明に記載することとし、①商

標の詳細な説明の記載がない場合、又は②商標記載欄の記載した商標の記載及び

商標の詳細な説明の記載から立体商標の構成及び態様を特定できない場合は、商

第３条第１項柱書の要件を満たさないものとする。②の場合には、商第５条第５

項の要件も満たさないものとする。 

 

（３）内装のように立体的形状の内部の構成を表示した立体商標に係る商標の詳

細な説明の記載については、３．（１）参照。 

 

立体商標を構成する標章と、商標の詳細な説明に記載された標章の説明が一

致しない場合の取扱いについて。 

 

（４）願書に記載した商標と商標の詳細な説明に記載されている標章が一致しな

い場合（願書に記載した商標に記載されていない標章が、商標の詳細な説明に記

載されている場合を含む。）は、商第５条第５項の要件を満たさないものとする。 
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〔具体例〕商第５条第５項の要件を満たさないと判断される例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商標記載欄に記載されていない「内部が食器棚からなる」コの字型のカウンターと破線

で記載された「２つのランプシェード」は、いずれも商標を構成する要素ではなく、願書

に記載した商標と商標の詳細な説明が一致しない例 

 

（５）立体商標が立体的形状のみからなり、図又は写真が不鮮明であるため、形

状の全体が明確に特定し得ない場合には、商標の詳細な説明において、当該標章

についての具体的な記載がなされても、その説明が願書に記載した商標と一致し

ているとは認められないため、商第３条第１項柱書の要件に加えて、商第５条第

５項の要件も満たさないものとする。 
 

 

５．複数の立体的形状からなる立体商標と一商標一出願の審査について（商第６

条第１項） 
 

立体的形状に「複数の立体的形状からなるものを含む」ことが商標審査基準に

おいて明確化されたところ（商標審査基準第１ 二、第３条第１項柱書６．（1））、
複数の立体的形状からなる立体商標について、どのような場合に、商第６条第１

項に反するかが問題となる。 
文字商標や平面商標については、それが複数の離れた文字や図形から構成され

ていたとしても、それが一つの図又は写真で記載されている場合には、商第６条

第１項違反とはしていない。 
 立体商標が一つの図又は写真で記載されている場合についても、一商標一出願

【商標登録を受けようとする商標】 

 
【立体商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下｢商標｣という。)は、店舗の内部の構成を表示し

た立体商標であり、内部が食器棚からなるコの字型のカウンター、椅子、カウンターに

接して設置された酒や料理等の提供台及び２つのランプシェードを含む店舗の内装の立

体的形状からなる。 
なお、破線は、店舗の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/31_6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/37_16_17-2.pdf
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立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて 

 

立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについては以下のとおりとす

る。 

 

 １．商品（商品の包装を含む。）、役務の提供の用に供する物等の形状からなる立

体商標について（商第３条第１項第３号及び同第６号） 

 

商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物（以下「商品等」という。）

の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない形状のみからなる立体商標

である場合には、識別力を有しないものとする（商第３条第１項第３号）。「商品等

の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない」か否かに関する審査は、

以下の基本的な考え方に基づき実施する。 

 

店舗、事務所、事業所及び施設（以下「店舗等」という。）の形状（内装の形状

を含む。以下同じ。）からなる立体商標についても、当該商標を構成する立体的

形状が商第３条第１項第３号の要件に該当し得る場合1には、上記同様に判断する。 

店舗等の形状からなる立体商標が、商第３条第１項第３号に該当しない場合に

ついても、当該商標が店舗等の形状にすぎないと認識される場合には、商第３条

第１項第６号に基づき当該商標は識別力を有しないものとする。この場合、「店

舗等の形状にすぎないと認識される」か否かを判断するに当たっては、以下の基

本的な考え方（１）及び（２）を準用する。 

なお、店舗等の形状からなる立体商標に識別力を有する文字や図形等の標章が

付されている場合については、商第３条第１項第３号及び同第６号の場合のいず

れについても、基本的な考え方（３）を準用する。 

 

〔基本的な考え方〕 

 （１）立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用され

たものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのも

のの範囲を出ないものと判断する。 

 

（２）立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾が施される等により

                                            
 
1 該当する例として、指定役務「建築物の建設」について取引の対象となるビルの外観の立体的

形状、指定役務「輸送」について鉄道車両の内装の立体的形状、指定役務「飲食物の提供」につ

いてキッチンカーの立体的形状等が挙げられる。 
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特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由によ

る形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形

状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認め

られ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないもの

と判断する。 

 

（３）商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状に、識別力を有する

文字や図形等の標章が付されている場合（浮彫又は透彫により文字や図形

等が付されている場合を含む。）は、商標全体としても識別力があるもの

と判断する。ただし、文字や図形等の標章が商品又は役務の出所を表示す

る識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することがで

きない場合には、商第３条第１項第３号又は同第６号に該当するものと判

断する。 
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〔基本的な考え方の解説〕 

（１）立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用され

たものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのも

のの範囲を出ないものと判断する。 

 

〔解 説〕 

商品等の形状は、多くの場合、機能をより効果的に発揮させたり、美感をよ

り優れたものとしたりするなどの目的で採用されるものであり、自他商品・役

務を識別することを目的とすることは少ない（ミニ・マグライト事件（知財高

判平成１９年６月２７日（平１８年（行ケ）１０５５５号））参照）。 

そこで、商標の立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために

採用されたものと認められる場合は、原則として、商品等の形状そのものの範

囲を出ないものとして商第３条第１項第３号に該当するとしたものである。 

 

店舗等の形状についても、多くの場合、店舗等の機能や美観に資することを

目的に採用されるものである。 

そこで、店舗等の形状からなる立体商標についても、当該形状が商第３条第

１項第３号の要件に該当し得る場合には（例えば、指定役務との関係で店舗等

の形状が「指定役務の提供の用に供する物」に該当し得る場合）、上記同様に

同号の該当性を判断する。 

店舗等の形状が商第３条第１項第３号に該当しない場合についても、一般に

店舗等の形状は、需要者において何人かの業務に係る商品又は役務であること

を認識させるものではないことから、上記の考え方を準用し、原則として、立

体商標が店舗等の形状にすぎないと認識される場合には、商第３条第１項第６

号に該当するものとする。 

 

〔具体例〕識別力を有するものとは認められない例 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第９類                  第１４類                 第２１類 

      カメラ                    腕時計                    香炉 
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   第５類       第３０類     第３０類      第３３類 

 スプレー式薬剤    チョコレート   チョコレート   ブランデー 

 

                   

 

 

第３７類                第４３類 

住宅の建築工事             飲食物の提供 

 

（２）立体的形状が、通常の形状より変更され又は装飾を施される等により

特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由によ

る形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的

形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと

認められ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ない

ものと判断する。 

 

〔解 説〕 

(ア) 立体商標の形状が、特徴的な変更又は装飾等が施されたものであっても、

需要者が、その商品又は役務の取引業界において採用し得る範囲での変更又

は装飾等と認識するにとどまる場合においては、その立体商標の全体を観察

しても、指定商品又は指定役務に係る商品等の形状の範囲を出ないものとし

て、商第３条第１項第３号に該当するとしたものである。 

 

  店舗等の形状からなる立体商標についても、当該形状が第３条第１項第３

号の要件に該当し得る場合には、上記同様に同号の該当性を判断する。 

 店舗等の形状が、商第３条第１項第３号に該当しない場合についても、上記

の考え方を準用し、原則として、立体商標が店舗等の形状にすぎないと認識さ

れる場合には、商第３条第１項第６号に該当するものとする。 
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以下、本解説（イ）及び（ウ）についても、店舗等の形状からなる立体商標

の審査につき準用する。 
 

(例) 商標登録出願に係る指定商品が「自動車」である場合において、出願に

係る立体的形状には同種の商品とは相違する特徴的な変更又は装飾等が施

されていたとしても、例えば、需要者がそのような変更又は装飾等は単に美

感を向上させるために施されたものと認識するにとどまるものである場合

には、そのような立体商標は、結局、指定商品である「自動車」の形状の範

囲を出ないものと認識されるので、識別力を有しないものとする。 

 

(イ)「需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と

予測し得る範囲のもの」とは、同種の商品等について同一の変更又は装飾等

が施された商品等が市場において実際に存在しておらず、外観上はそれぞれ

特徴的な形状等からなるものと認められるとしても、その商品又は役務の取

引業界において、その種の変更又は装飾等が採用され得るものと認められれ

ば足りるものとする。 

   したがって、需要者において予測しうる範囲か否かは、その商品等の取引

の実情、需要者層等を総合的に勘案し判断されるものであり、指定商品又は

指定役務ごとに判断される。 

   例えば、商品等の形状をその商品等の機能、効果等から特定の形状にしな

ければならない必要性が薄い分野であって、商品等の外観上の特徴が需要者

の購買心理、選択意欲、消費行動等に重要な影響を与える商品等については、

その商品又は役務の市場における流行や需要者の用途、嗜好等に合わせた各

種の特徴的な変更又は装飾等が施される実情が認められる。 

   その場合、立体的形状に施されたその種の変更又は装飾等は、外観上同種

の商品等の形状と比較し特徴的なものと認められるとしても、それらは専ら

需要者が商品又は役務を選択するに際して、外観上の美感若しくは魅力的な

形状という嗜好上の意味合いを与えているにすぎず、それはいまだその商品

等の形状であると認識するにとどまるものである。 

   したがって、そのような変更又は装飾等は自他商品又は役務の出所を表示

する識別標識として機能しているものとは認められないものであるから、そ

の立体商標の形状の全体を観察しても識別力を有するものとは認められない。 

 

(例) 菓子や洋酒についてみれば、一般的に市場における流行や需要者の嗜好に

合わせ、同種の商品等が採用し得る立体的形状に各種の図柄を装飾的に施す

ことにとどまらず、その立体的形状自体を各種の動物や植物、器物等を模し

た形状への変更又は装飾化が行われる実情が認められることから、その範囲

は広範に及ぶものと考えられる。 

 

 （ウ） 以上の考え方は、商品の包装の形状からなる立体商標についても適用さ
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れるものであり、特に、指定商品が、例えば「香水」や「洋酒」のように、商

品そのものが液体、気体又は粉体等であり、容器に入れて取引されることが

一般的である場合には、その立体商標の構成が全体としてその商品を入れる

容器の形状を表してなるものと認識するにとどまるものである限り、同様に

取り扱う。 

 

 〔具体例〕識別力を有するものとは認められない例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３３類      第３３類     第１４類       第３類 

  ウイスキー     ウイスキー     腕時計        香水類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３類       第３０類       第３０類        第３０類 

   芳香剤       ビスケット     キャンディー    チョコレート 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

第４３類                第４３類 

宿泊施設の提供             飲食物の提供 

 



４９．０２ 

 

- 7 - 
  （令和２．４新設）  

 

（３）商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状に、識別力を有する

文字や図形等の標章が付されている場合（浮彫又は透彫により文字や図

形等が付されている場合を含む。）は、商標全体としても識別力があるも

のと判断する。ただし、文字や図形等の標章が商品又は役務の出所を表示

する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することの

できない場合は、商第３条第１項第３号又は同第６号に該当するものと

判断する。 

 

〔解 説〕 

（ア）商品等の形状、特に容器（瓶）等に文字や図形等を付す場合（例えば、

瓶や缶などの包装容器に、企業名や商品名が記載されている場合）には、商

品又は役務の出所を識別させるために、需要者の目にとどまりやすいように

付されるのが常であって、その標章中に表示された文字や図形等は、その商

品又は役務の出所を表示するものとみるのが取引における経験則である。そ

のため、そのような文字や図形等が付されている立体商標の全体の識別力に

関する審査においては、原則として、立体的形状に付された標章中に表示さ

れた文字や図形等について、それらが、平面商標として出願された場合の審

査方法に従い、判断することとなる。 

よって、上記（１）又は（２）で述べた立体商標に、識別力を有する文字

や図形等が付されているときは、原則として、立体商標全体としても識別力

を有するものと認める。 

 

店舗等の形状についても、上記の考え方を準用し、識別力を有する文字や

図形等が付されているときは、原則として、立体商標全体としても識別力を

有するものと認める。 

以下、本解説（イ）及び（ウ）についても、店舗等の形状からなる

立体商標の審査につき準用する。 

 

〔具体例〕識別力を有するものと認める例 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   第３２類        第２１類         第３類 

   ビール         ヘアブラシ        せっけん類  
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   第３類         第２９類        第３３類 

    化粧品          乳製品         ウイスキー 

 

  （イ）ただし、立体商標に付された文字や図形等が、その指定商品又は指定

役務の商標として機能するのは、あくまでもその指定商品又は指定役務の

実際の取引における使用の実態を考慮し、その使用が明らかに自他商品又

は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられている場合

に限られる。 

 

（ウ）そこで、その文字や図形等の大きさ及び付し方、付している位置等の

事情を考慮した場合に、明らかにその商品又は役務の出所を表示する識別

標識としての使用態様で用いられているものと認識することができないと

きには、立体商標全体としても識別力を有するものとは認めることができ

ない。 

    すなわち、願書に記載された立体商標中の文字や図形等が、例えば、そ

   の商品等の美感や機能等を向上させるための装飾又は単なる地模様的な装

   飾として認識されるにとどまる場合は、立体商標全体としても識別力を有

   するものとは認められない。 

なお、この場合において、商第３条第１項第３号を適用する場合と、需

要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができ

ないものとして、商第３条第１項第６号を適用することが適当と考えられ

る場合とがあろうが、いずれが適当かは、商標審査基準及びこれまでの図

形商標に関する審査の運用を踏まえ、個々具体的に判断する。 

 

〔具体例〕識別力を有するものとは認められない例 
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 第３類 

  香水類 

  （注）模様として認識される 

２．極めて簡単で、かつ、ありふれた立体的形状の範囲を超えないと認識される

形状のみからなる立体商標について（商第３条第１項第５号） 

商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた立体的形状の範囲を超えないと認識

される」形状のみからなる立体商標は、識別力を有しないものとする。 

〔解 説〕 

極めて簡単で、かつ、ありふれた形状とは、例えば、単純な球形、立方体、

直方体、円柱等をいい、また、ローマ字１字若しくは２字、又は数字に単に

厚みをもたせたにすぎない立体的形状もこれに含まれる。 

なお、商標登録出願に係る立体的形状が、極めて簡単で、かつ、ありふれ

た形状のみからなるものであるか否かの判断は、その商品又は役務の需要者

の認識を標準として判断されるべきである。 

〔具体例〕識別力を有するものとは認められない例

３．立体的形状に文字や図形等が付されているが、その本来表示すべきと思われ

る構成、態様の全体が描かれていない場合、そのような文字や図形等の表示の取

扱いについて 
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立体的形状に文字や図形等が付されているものの、その文字や図形等の一部が

表示されていないことから、その構成、態様の全体が把握し得ない場合において、

文字や図形等の全体が表示された場合の構成、態様を出願人の名称等から推認し、

識別力の有無又は商標の類否に関する判断の対象とすることは、原則的には適当

とは認められない。 

ただし、例えば、表示されている文字や図形等の立体的形状への付され方から

見て、その全体の構成、態様を把握することはできなくても、表示されている部

分の外観上の特徴から、容易に周知若しくは著名な商標の一部と認められる場合、

又は特定の称呼、観念が明らかに生ずるものと認められる場合は上記の限りでは

ない。 

〔具体例〕特定の称呼、観念は生じない 特定の称呼が生ずるものとする例 

 ものとする例 ※「ＪＰＯ」は、周知又は著名な商標と想定

４．使用による識別性の審査について（商第３条第２項関係） 

立体商標が使用により識別力を有するに至っているか否かの判断におい

て、商標登録出願に係る商標は立体的形状のみからなるものであるのに対

し、使用している商品等においては、立体的形状に文字や図形等の標章（例

えば、ラベル）が付されている場合の取扱いについて。 

（１）商第３条第２項を主張する際、使用により識別力を有するに至った商標と

して認められるのは、その商標と同一の商標及びその商標を使用していた商品

又は役務と同一の商品又は役務に限られるとするのが原則である。

（２）もっとも、商標登録出願に係る商標（以下「出願商標」という。）は立体的

（注１）上記の例は、正面に付されている左

端の文字が「Ｊ」又は「Ｕ」のいずれかであ

るか特定できず、また、表示されている文字

から、周知又は著名な商標の一部とも認めら

れない。 

（注２）上記の例は、表示されている文字か

ら、周知又は著名な商標「ＪＰＯ」の一部と

認められ、「ジェイピイオオ」の称呼が明らか

に生ずるものと認められる。 









https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/03_3-1.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
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店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断

について 

 
店舗、事務所、事業所、施設（以下「店舗等」という。）の外観又は内装の立

体的形状に係る立体商標の類否の審査は以下のとおりとする。 
 
 
 立体商標にかかわる類否判断の手法については、商標審査基準に記載があると

ころ（商標審査基準第３ 十、第４条第１項第１１号１．、同３．(1)、同５．等）、

とりわけ、立体商標の類否は、観る方向によって視覚に映る姿が異なるという立

体商標の特殊性が考慮される。そのため、立体商標は、特定の方向から観た場合

に視覚に映る姿を表示する平面商標及び特定の方向から観た場合に視覚に映る

姿を共通にする立体商標（いずれも近似する場合を含む。）と、原則、外観にお

いて類似すると判断される（ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が

立体商標の特徴を表しているとは認められない場合は、この限りでない。）。 
 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る商標についても、商品（商品の包装

を含む。）の形状に係る立体商標と判断を異にする理由はないことから、同じ判

断基準を用いることとする。 
 なお、例えば、内装のように、複数の立体的形状から構成される立体商標につ

いては、その構成中の一部が単独で識別力を有する場合も想定されるところ、そ

のような場合、使用態様によっては当該部分が出所表示として機能することが考

えられる。 
 したがって、複数の立体的形状からなる立体商標については、全体観察のみな

らず、商標の構成中の一部に独立して識別力を発揮する立体的形状がある場合に

は、当該部分を他人の商標と比較して類否を判断する場合がある。 
 

〔具体例〕出願商標と登録商標とが類似と判断される例 

（注）以下の登録商標のうち文字が付されているもの以外は、商第３条第２項により登録

が認められたケースを想定。 

 

 

 

 

 

 

 

   出願商標           登録商標 
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（注）ドアの位置やひさしの有無に差異があるが、外観上受ける印象を異にするとは認めら

れず、類似と判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出願商標           登録商標 

 

（注）窓の数や形状に差異があるが、外観上受ける印象を異にするとは認められず、類似と判

断する。 

 

 

〔具体例〕出願商標と登録商標とが非類似と判断される例 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

   出願商標            登録商標 

 

（注）窓の形状の違いにより、外観上受ける印象が異なることから、非類似と判断する。 
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 したがって、出願商標（登録商標）が、実線・破線等の描き分けを用いたもの

である場合には、破線等を用いて表された商標を構成しない部分は考慮せず、出

願商標と登録商標における商標を構成する部分を比較する。 
 

〔具体例〕出願商標と登録商標とが類似と判断される例 

 
 
       
 
 
 
 

 

 

出願商標             登録商標 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第４条第１項第１１号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/20_4-1-11.pdf
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５２．０１ 
 

動き商標の願書への記載について 
 

動き商標の願書への記載については、以下のとおりとする。 

 

１．願書に記載した商標について 

動き商標における願書に記載した商標は、時間の経過に伴う標章の変化の状

態が特定されるように表示された一又は二以上の図又は写真であり、動き商標

を構成するすべての標章及びすべての変化の態様を記載する必要がある。 

ただし、変化の過程におけるすべての瞬間をとらえて記載をする必要はなく、

変化の態様の種類（色彩の変化、大きさの変化、見える角度の変化、位置の変

化等）及び変化の過程における標章が確認できる記載をすれば足りるものとす

る。 

 

（例１） 標章が別の標章に瞬間的に変化する場合 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【動き商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、動き商標である。 

商標は、1 から 3 の順に変化していき、最初に「A」の文字が現れ、約 5 秒後に

それが「B」の文字に変化し、さらに約 5 秒後に「C」の文字に変化する。 

商標は、全体として約 15 秒間である。 

なお、各図の右下隅に表示されている番号は、図の順番を表したものであり、

商標を構成する要素ではない。 

1 

Ａ Ｂ Ｃ 
2 3 

Ａ 
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２．商標の詳細な説明の記載について 

（１）商標の詳細な説明における所要時間の記載について 

動き商標は標章が時間の経過に伴って変化する商標であるため、変化に要

する時間（所要時間）についての記載が必須となる。しかしながら、願書に

記載した商標には所要時間について記載することができないため、商標の詳

細な説明に記載する必要がある。 

この商標の詳細な説明における所要時間の記載については、例えば、以下

のとおりとする。 

（イ）動き商標を特定するものと認められる所要時間の記載の例 

   ①全体として10秒間である。 

   ②全体として約10秒間である。 

（ロ）動き商標を特定するものと認められない所要時間の記載の例 

   ①全体として10秒間から15秒間である。 

   ②全体として10秒間又は15秒間である。 

 

［解説］ 

動き商標は、標章が変化する時間（所要時間）によって、需要者の受ける

印象が変わり得るが、例えば、コンマ何秒の違いによって印象が変わること

は少ないと考えられる。したがって、「約10秒間」のような記載は、動き商

標を特定するための具体的かつ明確な記載であると認めることとする。 

しかしながら、例えば、「10秒間から15秒間」のような幅をもたせた記載

は、需要者の印象も変わることが考えられるため、動き商標を特定するため

の具体的かつ明確な記載であると認めないこととする。 

 

（２）色彩のみが変化する動き商標における商標の詳細な説明の記載について 

動き商標は標章が時間の経過に伴って変化する商標であり、標章が色彩の

みからなる場合も含まれる。こうした色彩のみから構成される動き商標にお

ける商標の詳細な説明は、その色彩について、色彩のみからなる商標におい

て求められるのと同程度（色彩名、三原色（RGB）の配合率、色見本帳の番

号、色彩の組合せ方（色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等）等）

の具体的かつ明確な記載が必要であるものとする。 

 

３．国際商標登録出願における動き商標の取扱い 

（１）国際商標登録出願における動き商標は、指定通報に以下のように表さ

れる。 

① 動き商標を表す図又は写真が複数あるときは、その全ての図又は写真を

時間の経過に伴う標章の変化の状態が特定されるように表示した一の図又

は写真 

② 動画ファイル（例：MP4形式） 

 

（２）国際商標登録出願に係る商標が動画ファイルで表されているときは、
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動画ファイルが我が国における動き商標を構成するものとは認められない

ため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない（商標審査基準第１ 二．

第３条第１項柱書 ７．(1)）。 

ただし、国際商標登録出願に係る商標が音と映像の組合せからなるもの

（いわゆる「マルチメディア商標」）は、商標の定義上、「音」と「文字、

図形」等が結合するものはないことから、商第２条第１項に規定する商標

ではないため、我が国で登録を受けることができる商標に該当しない旨を

加えて通知する（商標審査基準第１ 二．第３条第１項柱書 ４．(1)、商

施規第４条）。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５４．０１ 

 
色彩のみからなる商標の 

願書への記載（商標の記載）について 
 

 色彩のみからなる商標について、願書の商標記載欄に記載する商標（以下「商

標見本」という。）は、商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真、

あるいは、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部

分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表

示した一又は異なる二以上の図又は写真でなければならない1。 

単一の色彩からなる色彩のみからなる商標（以下「単色の商標」という。）、

複数の色彩の組合せからなる色彩のみからなる商標（以下「色彩を組み合わせ

てなる商標」という。）及び商品等における色彩を付する位置を特定した色彩の

みからなる商標（以下「位置を特定した色彩のみからなる商標」という。）の各々

の種類に応じた願書への記載については以下のとおり取り扱う。 

 

１．単色の商標 

（１）商標見本の形状 

 商標記載欄への記載については、「なるべく商標登録を受けようとする色彩

が全体にわたり表示された図又は写真によって記載する」2こととなっている

ことから、商標記載欄全体に色彩を表示したものが望ましいが、商標記載欄

の一部に色彩を表示したものも許容される。ただし、特定の文字や図形を認

識させる表示は、色彩のみを表示したものとは認められず、色彩のみからな

る商標の商標見本としては不適切である。そのため、特定の図形的要素を認

識させない、必要最小限の方法での表示のみ認めることとする。 

 そこで、商標記載欄の一部に色彩を表示したものである場合、商標記載欄

に表わされた色彩の全体の形状が正方形及び長方形（それらに準じるものも

含む）であれば、特定の文字や図形を認識させない表示として認めることと

する。正方形及び長方形（それらに準じるものも含む）以外の形状で記載さ

れている場合は、図形と色彩との結合商標にあたり、色彩のみからなる商標

を表したものとは認められないことから、商第３条第１項柱書により登録を

受けることができる商標に該当しないものとする。 

 

（２）商標見本における色彩の表し方 

 （１）の商標見本の形状として認められる範囲全体に１色を表示したもの

であれば、商標見本として認められる。 

 
1 「商標法施行規則第４条の４」参照 
2 「商標法施行規則様式２備考７タ」参照 
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JPO 

 

（例１）単色の商標の商標見本として認められるもの 

 

（例１－１）     （例１－２）    （例１－３） 

 

 

 

 

 

 

※例１－２ 及び 例１－３における破線は、商標記載欄の枠線を便宜上表した

ものである。 

 

（例２）単色の商標の商標見本として認められないもの 

 

（例２－１）     （例２－２）    （例２－３） 

 

 

 

 

 

 

※例２－１、例２－２及び例２－３における破線は、商標記載欄の枠線を便宜

上表したものである。 

 

 

２．色彩を組み合わせてなる商標 

（１）商標見本の形状 

 １．（１）と同様とする。 

 

（２）商標見本における色彩の表し方 

色彩を組み合わせてなる商標の場合には、商標見本の形状として認められ

る範囲全体に複数の色彩を表示するにあたり、必然的に当該範囲を異なる色

彩により分割することとなる。１．（１）同様、特定の文字や図形を認識させ

る表示は、色彩のみを表示したものとは認められず、色彩のみからなる商標

の商標見本としては不適切であることから、分割方法は、図形的要素を認識

させない、必要最小限の方法によるべきである。 

そこで、２以上の色彩を表すのに最も端的な方法と認められる、複数の色

彩を直線的かつ平行に組合せた方法（それに準じるものも含む）で表示され

ている場合には、特定の文字や図形を認識させない表示として認めることと
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（例４）色彩を組み合わせてなる商標の商標見本として認められないもの 

 

（例４－１）     （例４－２）     （例４－３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．位置を特定した色彩のみからなる商標 

 位置を特定した色彩のみからなる商標については、「商標登録を受けようとす

る色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載する

ことができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付

する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。」ことと

なっている3。 

 

（１）商標見本の形状（商品等の全体形状の表し方） 

「商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を

破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示

した一又は異なる二以上の図または写真」4により、色彩のみからなる商標を

願書に記載する場合、商標見本は、色彩を付する商品等の全体形状を明確に

したうえで、色彩が付される位置が特定されるように表示されていなければ

ならない。   

なお、「その他の部分」の描き方は、破線に限らず、実線で描かれていても

他の色彩で着色してあってもよく、【商標の詳細な説明】を考慮して、商標登

録を受けようとする色彩が付される位置が明確に特定されるように表示され

ていれば認められる。 

 全体形状が不明確であること等により、色彩が付される位置が特定される

ように表示されているとは認められない場合は、商第３条第１項柱書により

登録を受けることができる商標に該当しないものとする。また、色彩を付す

る商品等以外の要素が商標見本に表されている場合、それらの要素は色彩を

付する位置を特定するのに必要な構成要素とは認められないことから、それ

らを含むものは商第３条第１項柱書により登録を受けることができる商標に

該当しないものとする。    

 

（２）商標見本における色彩の表し方（商品等における特定された位置の表し

 
3「商標法施行規則様式 2 備考 7 レ」参照 
4「商標法施行規則４条の４第２号」参照 





https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
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色彩のみからなる商標の 
願書への記載（商標の詳細な説明）について 

 
色彩のみからなる商標を構成する色彩は、商標の詳細な説明の記載により特

定されなければならず、色彩名、三原色（ＲＧＢ）の配合率、色見本帳の番号、

色彩の組合せ方（色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等）等について

の具体的かつ明確な説明を記載する必要がある1が、具体的には、以下のとおり

取り扱う。 
 

１．色彩の特定方法 
（１）色彩名 

色彩名の記載方法については、JIS規格で定める基本色名、系統色名、慣用

色名のほか、一般的に一定の色彩を想起させる記載であれば認められる。一

方、一般的に一定の色彩を想起させるとは認められない記載（出願人が独自

に使用している色彩名等）は認められず、そのような記載がある場合には、

商第５条第５項の要件を満たさない。 
記載された色彩名と商標記載欄に表された色彩との同一性の判断にあたっ

ては、明らかに同一性を欠く場合（例えば、商標記載欄に表されている色彩

が明らかに「青色」であるのに、商標の詳細な説明に「赤色」と記載されて

いる場合）には、商第５条第５項の要件を満たさない。 
 
（２）三原色（ＲＧＢ）の配合率や色見本帳の番号等 

（ア）基本的な考え方 
 権利範囲である色彩を特定するために、表色系2の値又は色見本帳の番号

による色彩の指定を必須とし、記載がない場合は商第５条第５項の要件を

満たさない。記載された表色系の値（例えば、三原色（ＲＧＢ）の配合率）

や色見本帳の番号等が表す色彩と商標記載欄に表された色彩との同一性の

判断にあたっては、明らかに同一性を欠く場合には、商第５条第５項の要

件を満たさない。 
 なお、改版が行われている色見本帳の番号を記載する場合において、「第

○版」といった版の記載をしないときは、出願時における最新版の色見本

帳の番号で指定されたものと推定して色彩の同一性を判断する3。 
 

 
1 商標審査基準第４（第５条）の４．(４)(ｱ)参照 
2 一定の規則や定義に基づき、色彩を定量的に表すための体系。例えば、ＲＧＢ、ＣＭＹ

Ｋ、ＨＳＢ等。 
3 色見本帳の版の記載が無いことのみを理由として商第５条第５項の要件不備とはしな

い。 
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（イ）１つの色彩を特定するために複数の記載がある場合の取扱い 
１つの色彩を特定するために複数の記載がある場合には、色彩を特定す

るための各々の記載が同一の色彩を表すことが明確な場合を除き、権利と

なる色彩が特定されていないことから、商第５条第５項の要件を満たさな

い。なお、「近似値」や「参考値」の記載は権利を特定する記載として不

適切であるため、そのような記載は認められない。 
 
（例１）色彩を特定するための記載が不適切な例 

※色彩を特定するための複数の記載がある場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ウ）グラデーションの場合の取扱い 

色彩がグラデーションの場合は、商標の詳細な説明において、開始色、

途中色（特に、開始色・終了色と異なる色相の色彩が途中に入る場合）及

び終了色を特定するための各色彩の色彩名、三原色（ＲＧＢ）の配合率等

を記載することとする。 
 

（例２）グラデーションの場合の適切な記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【商標登録を受けようとする商標】 
 

 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみ

からなる商標であり、色彩は、左上の赤色（RGBの組合せ：R255，G0， 
B0）から右下の青紫色（RGBの組合せ：R208，G203，B0236）に向かって

グラデーションで表される色彩からなる。 

【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標は、色彩のみからなる商標であり、色彩

は青緑色（RGBの組合せ：R0，G184，B210、近似値としてCMYKの組合

せ：C100%，M20%，Y10%，K10%）からなる。 
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２．色彩の組合せ方の特定方法 

色彩を組み合わせてなる商標の場合、構成する色彩の割合により需要者に与

える印象が大きく異なると考えられるため、色彩の組み合わせ方を具体的かつ

明確に表現するためには、各色彩の割合の記載は必須とする。 
一方、各色彩の配置（順番、方向）については、実際の使用態様との関係で

固定しきれない場合があるため（例えば、球状の商品に色彩を付する場合）、

順番及び方向が記載されていないことをもって色彩の組み合わせ方が具体的か

つ明確に表現されていないとは扱わない。ただし、３色以上の組合せの場合に

はその順番によって印象が異なる可能性が高いことから、各色彩の順番は必須

（方向の記載は任意）とする。 
各色彩の割合は、商標全体に対する各色彩の面積の割合を百分率等で表すこ

ととする。 
商標の詳細な説明に記載された各色彩の割合や配置（順番、方向）と商標記

載欄に表された色彩の組み合わせ方との同一性の判断にあたっては、明らかに

同一性を欠く場合には、商第５条第５項の要件を満たさないものとする。なお、

商標見本上に斜め方向に色彩を組み合わせている場合は、商標見本における各

色彩の幅の割合が各色彩の面積割合を表しているものとして取り扱う。 
 
（例３）適切な記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標は、色彩の組合せからなる色彩のみから

なる商標である。色彩は、青緑色（RGBの組合せ：R0，G150，B150）、

紫色（RGBの組合せ：R100，G123，B240）を組み合わせてなるものであ

り、配色の割合は、上から順に、青緑色が25パーセント、紫色が75パーセ

ントである。 
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（例４）白色を含む場合の適切な記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例５）斜め方向に色彩を組み合わせている場合の適切な記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．色彩を付する位置の特定方法 
（１）基本的な考え方 

商品等の位置を特定した色彩のみからなる商標については、商標の詳細な

説明において、色彩を付する位置を特定する必要がある。商標の詳細な説明

の記載が以下の①～③の全てを満たす場合には、色彩のみからなる商標の詳

細な説明として適切であり、色彩を付する位置が特定されているものとする。 

【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標は、色彩の組合せからなる色彩のみから

なる商標である。色彩は、斜め方向に配置され、左上から順に、紫色（RGB
の組合せ：R167，G87，B168）、茶色（RGB の組合せ：R255，G255，
B０）・・・であり、配色の割合は各色 12.5 パーセントである。 

【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標は、色彩のみからなる商標であり、色彩

は、オレンジ色（RGBの組合せ：R255，G120，B44）、白色（RGBの組合

せ：R255，G255，B255）、黄色（RGBの組合せ：R255，G239，B40）、

紫色（RGBの組合せ：R146，G68，B150）を組み合わせてなるものであり、

配色の割合は、上から順に、オレンジ色が29.5パーセント、白色が14.5パ
ーセント、黄色が12パーセント、白色が14.5パーセント、紫色が29.5パー

セントである。 
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①色彩を付する位置を特定する記載があること 
②図形的要素を認識させる記載がないこと 
③色彩を付する部分以外を表した破線等は商標を構成する要素ではない旨

の説明があること 
 

①に挙げる「色彩を付する位置を特定する記載」については、当該商品等

の名称や部位・部品等の名称を用いて、色彩を付する位置が明確に特定でき

るように具体的に記載する必要がある。商標記載欄に表された商標と商標の

詳細な説明を総合勘案した結果、色彩を付する具体的な範囲が十分に記載さ

れていないと判断される場合には、色彩を付する位置を特定したものとは認

められず、商第５条第５項の要件を満たさない。 
なお、部位・部品等の一部にのみ色彩を付する場合については、可能な限

り具体的な部位・部品及びその部位・部品のうちのどの辺りなのかについて

記載され、商標見本の記載とあわせて位置が特定できると考えられる場合に

は、具体的な範囲が記載されているものと判断し、色彩を付する位置を特定

する記載がされているものとする。 
 
②に挙げる「図形的要素を認識させる記載」については、特定の文字や図

形を認識させる記載がある場合には、色彩のみからなる商標を詳細に説明し

たものとは認められないため、商第５条第５項の要件を満たさない。また、

同時に、当該記載があることにより、商標記載欄に表された商標が色彩のみ

を表したとは認められない（色彩と図形が結合したものと判断される）ため、

商第３条第１項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないもの

となる。 
 
（２）具体例 

（ア）色彩を付する位置の特定方法（商品等又はその部位・部品等全体に色

彩を付する場合） 
以下の商品等の位置を特定した色彩のみからなる商標に関する商標の詳

細な説明の記載について、具体例を挙げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【商標登録を受けようとする商標】 
 

 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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（例６）位置を特定する具体的な範囲の記載がなされていないと判断される場

合（①を満たさない場合） 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみか

らなる商標であり、包丁の一部を赤色（RGBの組合せ：R255，G0，B0）と

する構成からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、

商標を構成する要素ではない。 
 
（例７）図形的要素を認識させる記載がされていると判断される場合（②を満

たさない場合） 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみか

らなる商標であり、波形の包丁の柄の部分を赤色（RGBの組合せ：R255，G
0，B0）とする構成からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したも

のであり、商標を構成する要素ではない。 
 
（例８）色彩が付されている部分以外を表した破線等は商標を構成する要素で

はない旨の説明がない場合（③を満たさない場合） 
 

【商標の詳細な説明】 
商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみか

らなる商標であり、包丁の柄の部分を赤色（RGBの組合せ：R255，G0，B0）
とする構成からなる。 
 

（例９）適切な記載例（①～③を満たす場合） 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみか

らなる商標であり、包丁の柄の部分を赤色（RGBの組合せ：R255，G0，B0）
とする構成からなる。なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、

商標を構成する要素ではない。 
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（イ）色彩を付する位置の適切な特定方法（部位・部品等の一部にのみ色彩を

付する場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

【商標登録を受けようとする商標】 
 

 
 
 
 
 
 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみ

からなる商標であり、商品の包装容器の正面左上部を赤色（RGBの組合せ：

R255，G0，B0）とする構成からなる。 
なお、色彩のみの記載は、当該色彩を明示したものである。また、破線

は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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色彩のみからなる商標の出願において願書に記載した商標が 
複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い 

 
色彩のみからなる商標の出願において、願書に記載した商標が複数の図又は

写真により記載されている場合の取扱いは、以下のとおりとする。 
 

１．商品等における位置を特定する記載が複数ある場合 
商品等における位置を特定する色彩のみからなる商標においては、願書に記

載した商標中、位置を特定するために記載された商品等は、指定商品又は指定

役務（以下「指定商品等」という。）のうちの一部の商品又は役務である場合が

多いと考えられる。 
しかしながら、登録商標の専用権の範囲は、あくまでも指定商品等の範囲で

ある（第２５条）ことから、願書に記載した商標中、位置を特定するために記

載された商品等の形状は、その指定商品等における使用態様のうちの一例とし

て取り扱うこととする。 
したがって、商品等における位置を特定する色彩のみからなる商標の出願に

おいて、願書に記載した商標が複数枚提出された場合には、それぞれの記載に

おいて下記（１）ないし（３）を全て満たす場合には、第３条第１項柱書及び

第６条第１項（一商標一出願）の要件を満たすものとして取り扱う。 
（１）商品等が指定商品等に含まれていること 
（２）色彩又は色彩の組合せが同一であること 
（３）商品等における位置が同一であること 
 

（例） 

  
 
２．商品等における位置を特定する記載及び色彩のみの記載の両方がなされて

いる場合 
商品等における位置を特定する色彩のみからなる商標に係る専用権は、願書

に記載した商標及び商標の詳細な説明により特定された商品等における位置の

範囲に限られると考えられる。一方、商品等における位置を特定しない色彩の
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みからなる商標の専用権は、商品等における位置に関わらないものである。 
このように、願書への記載の仕方により、専用権の範囲は異なり得ると考え

られるため、願書に商品等における位置を特定する色彩のみからなる商標の記

載及び色彩のみの記載の両方がなされており、かつ、商標の詳細な説明におい

て、当該色彩のみの記載についての説明がなされていない場合には、二件の色

彩のみからなる商標が記載されているものと考えられ、また、色彩のみからな

る商標の構成及び態様も特定されていないため、第３条第１項柱書、第５条第

５項及び第６条第１項（一商標一出願）の要件を満たさないものとして取り扱

う。 
ただし、商標の詳細な説明において、「色彩のみの記載は当該色彩を明示した

ものである」旨の記載がされている場合には、位置を特定した色彩のみからな

る商標であることが明らかなため、この限りでない。 
 

（商標の詳細な説明の記載例） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 
○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

【商標登録を受けようとする商標】 

 
 
【色彩のみからなる商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、色彩のみか

らなる商標であり、包丁の柄の部分を赤色（RGBの組合せ：R255，G０，B
０）とする構成からなる。 

なお、色彩のみの記載は、当該色彩を明示したものである。また、破線は、

商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５４．０５ 
 

色彩のみからなる商標の出願における 
色見本帳についての取扱い 

 
１．商標の詳細な説明に記載できる色見本帳 

色彩のみからなる商標の出願において、商標の詳細な説明に色見本帳の番号

を記載する場合には、指定商品又は指定役務の属する取引業界において一般的

に使用される色見本帳のみ認めることとする。 
 
［解説］色彩のみからなる商標の出願における色彩の特定にあたっては、商標

の詳細な説明に表色系※による記載をするほか、色見本帳のコードや番号等に

よる記載をすることも可能である。 
しかしながら、商標の詳細な説明の記載は、商標登録を受けようとする商標

を特定するものでなければならず、第三者が見た場合にいかなる色彩であるか

が明らかになっている必要があるため、特定の者が独自に作成し、専ら自己の

商品又は役務に使用するような色見本帳は適当ではなく、広く流通している色

見本帳、あるいは、指定商品又は指定役務の属する取引業界において一般的に

使用される色見本帳である必要がある。 
 

※表色系：一定の規則や定義に基づき、色彩を定量的に表すための体系。例え

ば、RGB、CMYK、HSB 等。 
 
２．色見本帳の版の指定 
 色彩のみからなる商標の出願において、商標の詳細な説明に、改版が行われ

ている色見本帳の番号を記載する場合、「第○版」といった版の記載をしないと

きは、出願時における最新版の色見本帳の番号で指定されたものと推定する。 
 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５４．０６ 
 

色彩のみからなる商標における 
使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い 

 
１．基本的な考え方 

色彩のみからなる商標は、商標審査基準に従い、原則として、商第３条第１

項第２号、同項第３号又は同項第６号に該当する。よって、色彩のみからなる

商標が登録されるためには、色彩が使用された結果、当該色彩が独立して（図

形や文字等と分離して）その商品又は役務の需要者の間で特定の者の出所表示

として認識されていることが必要となる。 
この使用により識別力を有するに至ったか否かについての判断は、商第３条

第２項に関する商標審査基準に従って行うこととなるが、色彩のみからなる商

標の性質上、以下の点に留意する。 
なお、出願された商標（以下「出願商標」という。）が商品等における色彩

を付する位置を特定した色彩のみからなる商標である場合には、使用により識

別力を有するに至ったか否かの判断においてその位置も考慮して判断する。 
 
２．出願商標と使用商標の同一性の判断 

使用により識別力を有するに至った商標として認められるのは、出願商標及

び指定商品又は指定役務と、使用されている商標（以下「使用商標」という。）

及び商品又は役務とが同一の場合に限られるとするのが原則である。ただし、

色彩のみからなる商標の使用の証拠は、他の文字や図形等とともに色彩が使用

されているものが多いと考えられるところ、出願商標と使用商標との同一性に

ついては以下のとおり取り扱う。 
 
①提出された証拠が他の文字や図形等とともに色彩が使用されているものであ

る場合、原則的にはそのような証拠のみに基づき、当該色彩が使用により識

別力を有するに至った商標であると認めることはできない。 
②ただし、使用されている色彩と出願商標とが同一の色彩であって、例えば以

下の証拠が提出された場合には、直ちに商標の全体的な構成が同一ではない

ことを理由として、使用による識別力の獲得の主張を退けるのではなく、提

出された証拠から、使用に係る色彩部分のみが独立して、自他商品又は役務

を識別するための出所表示としての機能を有するに至っていると認められる

か否かについて判断することとする。 
 

i) 包装紙又は看板等の大部分を当該色彩のみが占めている場合や無彩色を

地色として当該色彩のみを使用して地模様を構成している場合等、明らか

に当該色彩が需要者に強い印象を与えるような態様で使用されていると

認められる証拠 
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ii) 多様な態様（文字・図形や他の色彩等の組合せ）をとりつつも当該色彩

を常にアクセントカラー等として使用している証拠 
iii)需要者が当該色彩をもって何人かの業務に係る商品等であることを認識

することができるに至っていることの客観的な証拠（例えば、需要者に対

するアンケート調査結果※） 
 

※需要者に対するアンケートに関する取扱い 
需要者に対するアンケートは、実際に使用されている態様が出願商標（色

彩）のみではない場合に、出願商標の識別力の獲得を立証する際に有効な方

法である。アンケートの結果、（特定の文字や図形等と結合しない）色彩のみ

から、特定の者の業務に係る商品又は役務であることを認識するという結論

が得られている場合には、色彩が独立して自他商品・役務の識別標識として

認識されるか否かの判断において、当該アンケート結果を特に考慮する。な

お、アンケートの実施方法が適切か否かについては、主に以下の点について

確認する。 
（ア）対象者及び対象者数は適切か 
（イ）質問が恣意的・誘導的ではないか 
（ウ）アンケート結果について人為的操作が行われていないか 

 
３．商標の構成態様や商取引の実情の考慮 
 使用により識別力を有するに至ったか否かについて判断する際は、以下の点

についても考慮する。 
 
（１）商標の構成態様 

 色彩のみからなる商標の構成（単一の色彩からなるものか複数の色彩の組

合せからなるものか、また、複数の色彩の組合せである場合に色彩の組合せ

の方向指定がされているか否か、等）について考慮する。 
（２）商取引の実情 

指定商品又は指定役務を取り扱う業界の市場特性について出願人から主張

があった場合には考慮する。例えば、参入企業数（寡占業界か否か）や当該

業界における色彩の使用状況（多種多様な色彩が一般的に使用される商品・

役務であるか否か、等）等の事実を考慮する。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
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５４．０７ 
 

色彩のみからなる商標の出願における 
使用による識別力の立証方法（色彩の同一性の判断）について 
 

色彩のみからなる商標が使用により識別力を有するに至っているか否かを判

断する上で、願書に記載した商標の色彩（以下「出願商標の色彩」という。）と、

使用による識別力を立証するために提出された証拠における商標の色彩（以下

「使用商標の色彩」という。）との同一性の判断については、以下のとおりとす

る。 
 

 指定商品又は指定役務の取引業界における取引者、需要者が、出願商標の色

彩及び使用商標の色彩に接した際に、同一の色彩と認識し得ると判断できる場

合に、同一性を認定するものとする。 
 
 ただし、証拠における写真の撮影環境や、証拠の経年劣化等により、それの

みでは使用商標の色彩を正確に特定することが困難であって、一見すると出願

商標の色彩との同一性が認められない程度に色彩が異なる証拠を提出する場合

においては、色彩の同一性を主張するために、それらの証拠に加えて、正確な

使用商標の色彩（色相、明度、彩度等）を表色系※や色見本帳により表した証

拠を提出することができる。例えば、商品カタログの場合、当該カタログを印

刷発注した際の色彩の指定情報（例えば、ＲＧＢ等の表色系の数値、色見本帳

の番号）が記載された発注仕様書等が考えられる。 
 こうした発注仕様書等の証拠を提出する場合において、特に出願商標に係る

商標の詳細な説明がＲＧＢ等の表色系により記載されているときは、出願商標

における表色系の数値と、証明された表色系の数値は、原則として同一である

必要がある。その数値が異なる場合には、その数値によって表される色彩の相

違の程度を踏まえ、指定商品又は指定役務の取引業界における取引者、需要者

が同一と認識し得ると判断できる場合にのみ、同一性を認定するものとする。 
 
※表色系：一定の規則や定義に基づき、色彩を定量的に表すための体系。例え

ば、RGB、CMYK、HSB 等。 
 

 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準 
○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５４．０８ 
 

色彩のみからなる商標に関する 
第４条第１項第１１号の審査における 

取引の実情の考慮について 
 

色彩のみからなる商標は、商標審査基準に従い、原則として、第３条第１項

第２号、同項第３号又は同項第６号に該当し、使用により識別力を有するに至

ったもののみが登録される（商標審査便覧５４．０６参照）。そうした事情及

び色彩の自由使用を不当に制約すべきでないという公益的な見地からすると、

色彩のみからなる商標が先願として存在する場合の第４条第１項第１１号の審

査において、商品又は役務の類否判断を、類似商品・役務審査基準に従い画一

的に行うことは、当該色彩のみからなる商標に過大な保護を与えることにつな

がるおそれがある。 
つまり、色彩のみからなる商標は、使用により識別力を有するに至ったと認

められる商品又は役務のみに権利が与えられるが、類似商品・役務審査基準に

従えば、同一の類似群コードが付される商品又は役務は、互いに類似するもの

であると推定される。このため、同一の類似群コードが付されるが、使用によ

り識別力を有するに至ったとは認められない商品又は役務、つまり、当該色彩

が使用された結果特定の者の出所表示として認識されていない商品又は役務に

ついても、当該色彩のみからなる商標の指定商品又は指定役務と類似する商品

又は役務として扱うこととなる。これは、同一又は類似の色彩を使用しても出

所混同のおそれが認められない商品又は役務についても、類似する商品又は役

務として扱うこととなるため、当該色彩のみからなる商標に過大な保護を与え

ているとも考えられる。 
そこで、審査実務においては、先願の色彩のみからなる登録商標との商品又

は役務の類否判断において、出願人から取引実情について主張があった場合に

は、十分に当該事情を考慮して総合的に判断するものとする。 
また、商標の類否判断についても、同様に、出願人から取引実情について主

張があった場合には、十分に当該事情を考慮して総合的に判断するものとする。 
 
 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/54_06.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
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５５．０１ 
 

音商標の願書への記載及び物件について 
 

１．音商標として認められるか否かについて 

音商標について商標登録を受けようとする場合、願書の商標登録を受けよう

とする商標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）には、文字若しくは五

線譜又はこれらの組み合わせを用いて、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記

号、歌詞その他の音商標を構成するために必要な事項を記載しなければならな

い（商施規第４条の５、商施規様式２備考７ソ）。商標記載欄に①「音」を構成

するための十分な記載がなされていない場合又は②「音」を構成するための要素

以外の記載がある場合は、音商標として認められないため、商第３条第１項柱書

の要件を満たさない（商標審査便覧５５．０２の１．及び５５．０３の１．参照）。 

 

２．音商標の特定について 

音商標は、聴覚で認識される商標であるため、文字若しくは五線譜又はこれら

の組み合わせによる記載のみでは、厳密に表すことができない音色や音の抑揚

などの要素もある。そこで、音商標を出願するにあたっては、商標記載欄に「音」

を構成するために必要な事項を記載するとともに、音商標を特定するために、経

済産業省令で定める物件（以下「音声ファイル」という。）を願書に添付しなけ

ればならない。また、音商標を特定するために必要がある場合に限り商標の詳細

な説明（以下「詳細な説明」という。）を願書に記載することができる（商第５

条第５項）。 

そして、音声ファイル及び詳細な説明が、音商標を特定するものでない場合、

その商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。音声ファイル及び詳

細な説明が、音商標を特定するものであるか否かについては、商標記載欄へ記載

した音商標の構成及び態様と、音声ファイル及び詳細な説明の構成及び態様が

一致するか否かを判断するものとし、両者の構成及び態様が一致している場合

に、音商標が特定されたものとしている1。 

 また、商標審査基準第４ 第５条 ４．では、願書に記載された商標と音声フ

ァイル又は詳細な説明が一致しない場合においても、音商標の構成及び態様の

範囲に、音声ファイル又は詳細な説明が含まれているときには、音商標が特定さ

れたものとする、と規定しているが、これは例えば、願書に記載された商標に演

奏楽器に関する記載がなく、音声ファイルには特定の音色が収録されている場

合が該当する。この場合、商標記載欄には演奏楽器に関する記載がないため、あ

 
1 「商標審査基準第４ 第５条 ４．」参照 
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らゆる演奏楽器の音色があり得ることとなるが、音声ファイルには特定の演奏

楽器の音色が収録されているため、願書に記載された商標の音色と音声ファイ

ルの音色とは一致しない。しかしながら、願書に記載された商標の音色（あらゆ

る演奏楽器の音色）の範囲には、音声ファイルの音色（特定の演奏楽器の音色）

が含まれているため、当該音声ファイルにより、商標登録を受けようとする商標

が特定されたものと判断することとなる（商標審査基準第４ 第５条 ４．(4)）。

一方、音声ファイルには、音商標を特定するためには、商標記載欄に記載された

「音」が全て含まれている必要があるため、例えば、願書に記載された商標には

五線譜で複数の音符が記載されている場合に、音声ファイルにはそのうちの一

部の音符の音のみが収録されているときや、願書に記載された商標には総譜で

複数の演奏パートの音が記載されている場合に、音声ファイルにはそのうちの

一部の演奏パートの音のみが収録されているときは、そのような音声ファイル

により、商標登録を受けようとする商標が特定されたものということはできな

い。 

音声ファイル及び詳細な説明は、商標記載欄への記載では厳密に表すことが

できない要素や、商標記載欄への記載が任意となっている事項を特定するため

に、その記載及び提出を求めているものであって、上記のように、商標記載欄に

記載された「音」の一部を特定すれば商第５条第５項の要件を満たすものではな

い。 

 

（例１） 音声ファイルが音商標を特定するものと認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

音声ファイル：上記五線譜の記載どおりに演奏したピアノの音が収録されて 

いる場合。 

 

なお、例えば、願書に記載された商標に、演奏楽器としてピアノ及びギターが

記載されており、音声ファイルには、ピアノの音色のみが収録されている場合は、

願書に記載された商標における演奏楽器と、音声ファイルにおける演奏楽器が

一致しないため、当該音声ファイルによっては、商標登録を受けようとする商標

が特定されていないものとする。 

【商標登録を受けようとする商標】 
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（例２） 音声ファイルが音商標を特定するものと認められない場合 

 

   

 

 

 

 

 

音声ファイル：上記五線譜中、１音目の「レ」の音を演奏したピアノの音のみ

が収録されている場合。 

 

３．音声ファイルの補正について 

 音声ファイルが音商標を特定するものと認められない場合であっても、音声

ファイルを補正することにより、商標記載欄へ記載した音商標の構成及び態様

と音声ファイルの構成及び態様を一致させたときは、当該補正後の音声ファイ

ルにより音商標が特定されるため、その商標登録出願は、商第５条第５項の要件

を満たすこととなる。 

 

４．国際商標登録出願における音商標の取扱い 

（１）国際商標登録出願における音商標は、指定通報に以下のように表される。 

① 音商標を特定するために必要な事項を文字若しくは五線譜又はこれらの組

み合わせを用いて記載したもの（必要がある場合に、五線譜に加えて一線譜

を記載したもの） 

② 音声ファイル（例：MP3形式） 

 

（２）国際商標登録出願に係る商標が音声ファイルで表されているときは、音

声ファイルが我が国における音商標を構成するものとは認められないため、

商第３条第１項柱書の要件を満たさない（商標審査基準第１ 二．第３条第

１項柱書 １０．(1)、商施規第４条の５）。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５５．０２ 

音商標の願書への記載（五線譜にて商標を表す場合）について 

１．商第３条第１項柱書 

五線譜にて商標を表す場合は、音符、音部記号、拍子記号及びテンポを、また、

必要に応じて言語的要素（歌詞等が含まれるとき）及び休符を、願書の商標登録

を受けようとする商標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）に記載しな

ければならない。商標記載欄にこれらの事項が記載されていない場合は、音商標

として認められないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

 

（１）打楽器のみを用いる場合の記載 

   音商標の演奏楽器として単一の打楽器を用いる場合には、五線譜中の一つ

の線又は間を用いて記載することができる。また、複数の打楽器を組み合わ

せて演奏（例：ドラムセットによる演奏）する場合には、五線譜中の線又は

間を各々の打楽器に割り当てて記載することができる。 

上記の場合、商標の詳細な説明（以下「詳細な説明」という。）に、どの線

又は間に打楽器を割り当てたかを記載する必要がある。 

 

（例１）打楽器で演奏された音商標 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【音商標】 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は音商標であり、タ

ンバリンを使用して演奏したものである。 

 商標は、五線譜中の第三線を使用して記載しているものである。 
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（２）テンポの取扱い 

  五線譜にて商標を表す場合は、音符、音部記号、拍子記号及びテンポを、

また、必要に応じて言語的要素（歌詞等が含まれるとき）及び休符を商標記

載欄に記載しなければならないが、例外として、テンポについては、商標記

載欄に記載されていなくても、詳細な説明に記載されていれば、商第３条第

１項柱書の要件を満たすものとする。また、詳細な説明にテンポを追記する

補正についても、要旨の変更ではないものとして認める。 

 

（３）五線譜として成立していない記載の取扱い 

   音符、音部記号、拍子記号及びテンポを、商標記載欄に記載している場合

であっても、その記載が五線譜として成立していないときは、音商標として

認められないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさないものとする。 

   五線譜として成立していない記載としては、例えば、必要な休符の記載が

ない下記のような不完全小節１小節からなる記載が該当する。 

 

（例２）不完全小節１小節からなる記載 

 

   

 

 

 

 

 

（４）コードネームの取扱い 

   五線譜にて商標を表す場合であって、主旋律以外の音（以下「伴奏の音」

という。）を表すときは、音符に代えて、コードネーム（和音の構成を表示す

る記号）を商標記載欄に記載することを容認する。ただし、コードネームの

影響が及ぶ範囲（あるコードネームが記載されている拍から次のコードネー

ムが記載されている拍の手前の拍までの範囲）において、コードネームが表

示する和音の構成音が演奏されることを前提とした容認であるため、商標記

載欄において、伴奏の音が、コードネームのみならず音符でも記載されてい

る場合は、その音符も、コードネームが表示する和音の構成音でなければな

らない。したがって、下記のような主旋律の音が音符、伴奏の音が音符及び

コードネームで記載されている場合であって、コードネームが表示する和音

の構成音以外の音が、そのコードネームの影響が及ぶ範囲において、五線譜

に音符（主旋律の音を表す音符を除く。）で記載されているときは、商第３条

【商標登録を受けようとする商標】 
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第１項柱書の要件を満たさないものとする。 

 

 （例３）２小節目の１～２拍目において、コードネーム（「Ｆ」：「ファ」「ラ」 

   「ド」の構成を表示する記号）と音符（「ソシレファ」の和音）に矛盾が 

   生じている 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

２．商第５条第５項 

 経済産業省令で定める物件（以下「音声ファイル」という。）及び詳細な説明

が、音商標を特定するものでない場合、その商標登録出願は、商第５条第５項の

要件を満たさない。音声ファイル及び詳細な説明が、音商標を特定するものであ

るか否かについては、願書に記載された商標の構成及び態様と、音声ファイル及

び詳細な説明の構成及び態様が一致するか否かを判断する。 

 

（１）五線譜に記載されていない音が音声ファイルに収録されている場合 

例えば、五線譜には主旋律の音を表す音符のみが記載され、音声ファイルに

は主旋律の音及び伴奏の音が収録されている場合や、五線譜には打楽器のパー

トの譜が記載されていないにもかかわらず、音声ファイルには打楽器の音が収

録されている場合、五線譜には言語的要素が記載されていないにもかかわらず、

音声ファイルには言語的要素を発した人の声の音が収録されている場合は、願

書に記載された商標の構成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致し

ないため、その商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。 

 

（２）五線譜に記載されている音が音声ファイルに収録されていない場合 

例えば、五線譜には複数の音符が記載され、音声ファイルにはそのうちの一

部の音符の音のみが収録されている場合や、五線譜（総譜で記載されている場

合を含む。）には複数の演奏パートの音が記載され、音声ファイルにはそのう

ちの一部の演奏パートの音のみが収録されている場合、五線譜には言語的要素

が記載されているにもかかわらず、音声ファイルには言語的要素を発した人の

【商標登録を受けようとする商標】 
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声の音が収録されていない場合は、願書に記載された商標の構成及び態様と音

声ファイルの構成及び態様が一致しないため、その商標登録出願は、商第５条

第５項の要件を満たさない。 

なお、音声ファイル及び詳細な説明は、商標記載欄への記載では厳密に表す

ことができない要素や、商標記載欄への記載が任意となっている事項を特定す

るために、その記載及び提出を求めているものであって、商標記載欄に記載さ

れた「音」の一部を特定すれば商第５条第５項の要件を満たすものではない（商

標審査便覧５５．０１の２．参照）。 

 

（３）五線譜に記載されている音が、音声ファイルに収録されている音と一致し

ない場合 

五線譜に記載されている音楽的要素（音の高さ、リズム、テンポ、音色等）

と、音声ファイルに収録されている音楽的要素が一致しない場合は、願書に記

載された商標の構成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致しないた

め、その商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。五線譜に記載

されている言語的要素と、音声ファイルに収録されている言語的要素が一致し

ない場合も同様である。  

また、五線譜には音符が記載され、音声ファイルには、楽器や人の歌声の音

ではなく、特定の音の高さを定められない音（例：自然音、人の話し声や動物

の鳴き声の音、電子音）が収録されている場合も、願書に記載された商標の構

成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致しないため、その商標登録出

願は、商第５条第５項の要件を満たさない。 

 

（例４）音声ファイルに特定の音の高さを定められない音が収録されている場 

   合 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ［解説］ 

音商標を特定する音声ファイルと認められるためには、上記五線譜の

記載に従い、「とっ、きょ、ちょう」の言語的要素をそれぞれ「ド、ソ、

【商標登録を受けようとする商標】 
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ミ」の高さで歌った声の音が音声ファイルに収録されている必要がある

が、音声ファイルには、「とっきょちょう」の言語的要素を単に読み上げ

たような声の音が収録されている。 

 

（参考）なお、商標記載欄が、五線譜ではなく文字で記載され、音楽的要素を

認識させる記載がないにもかかわらず、音声ファイルに収録されている音につ

いては音の高さが把握され、音楽的要素を認識させる場合も、願書に記載され

た商標の構成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致しないため、その

商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。 

 

（例５）音声ファイルに音の高さが把握され、音楽的要素を認識させる音が

収録されている場合 

 

 

   

 

 

 

 

［解説］ 

音商標を特定する音声ファイルと認められるためには、上記商標記載欄

の記載に従い、「とっきょちょう」の言語的要素を単に読み上げたような

声の音が音声ファイルに収録されている必要があるが、音声ファイルに

は、音の高さが把握され、音楽的要素を認識させる音が収録されてい

る。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

【商標登録を受けようとする商標】 
 
 
 
 
 
 

本商標は、「とっきょちょう」という人の声

が聞こえる構成となっており、全体で約２秒

間の長さである。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５５．０３ 

音商標の願書への記載（文字にて商標を表す場合）について 

 

１．商第３条第１項柱書 

自然音、動物の鳴き声、電子音等のような、五線譜では表現不可能又は困難な

音からなる音商標を文字にて表す場合は、音の種類及び音の長さ（時間）を、願

書の商標登録を受けようとする商標を記載する欄（以下「商標記載欄」という。）

に記載しなければならない。商標記載欄にこれらの事項が記載されていない場

合は、音商標として認められないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

 

（１）音の種類が記載されていない場合 

音の種類については、擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により特定

して記載しなければならず（商標審査基準第１ 第３条第１項 二、第３条第

１項柱書 １０．(２)(ｲ)①）、商標記載欄に擬音語又は擬態語のみが記載され、

音の種類が記載されていない場合は、音商標として認められないため、商第３

条第１項柱書の要件を満たさない。 

例えば、願書に記載された商標が「本商標は、キイーンという音が聞こえる

構成となっており、全体として約２秒間の長さである。」という場合は、「キイ

ーンという音」について、音の種類が記載されておらず、当該音が具体的にど

のような音（例：機械が動く音、人の声の音、電子音）であるのかを把握する

ことができないため、商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

 

（２）商標記載欄に音楽的要素が文字で記載されている場合 

商標記載欄に、明らかに音楽的要素を認識させるものが文字で記載されてい

るにもかかわらず、その音を構成するための要素（音の高さ、リズム、テンポ

等）が明記されていない場合は、音を構成するための十分な記載がなされてい

ないため、このような記載を含む音商標は、商第３条第１項柱書の要件を満た

さない。 

例えば、願書に記載された商標が「男性が●●と読み上げた後に、ピアノの

音が２秒間流れ」という場合は、「ピアノの音」は明らかに音楽的要素を認識

させるにもかかわらず、音を構成するための十分な記載がなされていないため、

商第３条第１項柱書の要件を満たさない。なお、このときに、「ピアノの音」

の具体的な音を収録した経済産業省令で定める物件（以下「音声ファイル」と

いう。）を提出し、商標の詳細な説明（以下「詳細な説明」という。）に「ピア
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ノの音」の具体的内容を記載したとしても、商第３条第１項柱書の要件を満た

さない。音声ファイル及び詳細な説明は、商標登録を受けようとする音を構成

するために必要な事項が商標記載欄に記載されていると認められる場合、すな

わち、商標登録を受けようとする商標足り得た場合に、文字では厳密に表すこ

とができない要素や、商標記載欄への記載が任意となっている事項を特定する

にとどまるものであって、商標登録を受けようとする音（「ピアノの音」の具

体的内容）を特定できるものではない。 

一方、商標記載欄に音楽的要素の具体的内容が文字で記載されている場合は、

それが商標登録を受けようとする音を特定できるもの（例：テンポ○×、○分

の×拍子で、○×調により、１小節目の１拍目には○の音があり…）であれば、

商第３条第１項柱書の要件を満たすものとする。 

 

（３）願書に記載した商標に音商標の構成要素ではないものが記載されている

場合 

商標審査基準 1では、楽曲のタイトルや作曲者名等の音商標の構成要素では

ないものを商標記載欄に記載した場合には、音商標とは認められず、商第３条

第１項柱書の要件を満たさないものとしている。 

音商標の構成要素ではないものとしては、楽曲のタイトルや作曲者名以外に

も、例えば、願書に記載された商標が「本商標は、全国的にも有名な猫である

●●（猫の名前）の『ニャーニャー』という鳴き声が聞こえる構成となってお

り、全体で３秒間の長さである。」という場合における「全国的にも有名な」

という記載や「●●（猫の名前）」という記載がある。これらは、音商標を構

成する音そのものを説明したものではなく、音商標の構成要素とは認められな

いため、このような音商標は商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

ただし、これらの文字を削除することは、要旨の変更ではないものとする。 

 

２．商第５条第５項 

（１） 音声ファイルに収録されている音が、商標記載欄に記載されている音と

一致しない場合 

商標記載欄に記載されている音の要素（音の種類、音の長さ（時間）等）と、

音声ファイルに収録されている音の要素が一致しない場合は、願書に記載され

た商標の構成及び態様と音声ファイルの構成及び態様が一致しないため、その

商標登録出願は、商第５条第５項の要件を満たさない。商標記載欄に記載され

ている言語的要素と、音声ファイルに収録されている言語的要素が一致しない

場合も同様である。  

                                                   
1 「商標審査基準第１ 二、第３条第１項柱書 10．(1) (ｱ)」参照 
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また、商標記載欄には、音楽的要素を認識させる記載がないにもかかわらず、

音声ファイルに収録されている音については音の高さが把握され、音楽的要素

を認識させる場合も、願書に記載された商標の構成及び態様と音声ファイルの

構成及び態様が一致しないため、その商標登録出願は、商第５条第５項の要件

を満たさない（商標審査便覧５５．０２の２．（参考）参照）。 

 

（２）音商標の構成要素でない文字が商標の詳細な説明に記載されている場合 

音商標の構成要素でないものを詳細な説明に記載した場合は、詳細な説明が

音商標を特定するものと認められないため、その商標登録出願は、商第５条第

５項の要件を満たさない。 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 
○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５５．０４ 

音商標の願書への記載 

（五線譜及び文字の組合せにて商標を表す場合）について 

 

１．商第３条第１項柱書 

 五線譜により記載可能な音楽的要素と、五線譜により記載が困難な音（例えば、

自然音、動物の鳴き声、電子音等）の組合せからなる音商標は、以下のように記

載することができる。 

 

（例）五線譜及び文字の組合せの音商標 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

  
 

本商標は、五線譜に示す音に続いて、『ニャー』 

という、猫の鳴き声を模した電子音が入る構成 

になっており、全体で約▲秒の長さである。 

 

 

【音商標】 

 

 
 
（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項柱書」の審査基準 

○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５６．０１ 
 

位置商標の願書への記載について 
 

 位置商標は、商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しく

はこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。）を付する位置が特定され

る商標であり、位置商標について、願書の商標記載欄に記載した商標（以下

「願書に記載した商標」という。）の記載は、商標に係る標章を実線で描き、

その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定される

ように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない1。 

また、位置商標については、商標に係る標章及びそれを付する位置を特定す

るための線、点その他のものを記載することができ、この場合は、当該記載に

よりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを商標の詳細

な説明として記載することとなっている2。 

したがって、位置商標についての願書への記載については、以下のとおり取

り扱う。 

 

１．商標の記載について 

位置商標については、実線、破線のほか、着色等により、標章及びそれを付

す位置が記載されている場合があるが、いずれの記載方法においても、願書に

記載した商標及び商標の詳細な説明から、願書に記載した商標が位置商標を構

成するものと認められない場合には、商第３条第１項柱書の要件を満たさな

い。 

 

（１）願書に記載した商標について、どの部分が商標を構成する標章であるか

を特定することができず、そのために標章を付する位置を特定すること

ができない場合（例えば図又は写真が不鮮明な場合）は商第３条第１項

柱書の要件を満たさない。ただし、商標を構成する標章が不鮮明な場合

であっても、その標章が何らかの形状等であると認識することができれ

ば、標章を付する位置を特定することができるため、商第３条第１項柱

書の要件を満たすものとする。 

また、位置商標は、商標に係る標章が「文字、図形、記号若しくは立

体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」に限られて

いることから、その標章が位置商標を構成するものと認められない場合

 
1「商標法施行規則第４条の６」参照 
2「商標法施行規則様式２備考７ツ」参照 



５６．０１ 
 

- 2 - 
（令和７．３ 改訂） 

も商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 

具体的には、願書に記載した商標から、商標を構成する標章そのもの

が特定できない場合（例２－１、例２－２）や標章を付する位置を特定

できない場合（例２－１ないし例２－５）、願書に記載した商標及び商標

の詳細な説明の内容から、色彩のみからなる商標と認識し得る場合（例

２－６）等が該当する。 

 

（２）位置商標に係る標章を付する位置を特定するために記載された商品（商

品の包装を含む。）又は役務の提供の用に供する物（以下、「商品等」と

いう。）の形状が、その出願に係る指定商品等の形状として想定し得な

い場合（例２－７）についても、商第３条第１項柱書の要件を満たさな

い。 

 

（例１）位置商標として認められる例 

（例１－１）実線と破線による記載例  （例１－２）着色による記載例 

 
 
 
 
 
 
 

（例２）位置商標として認められない例 

（例２－１）願書に記載した商標全てが実線又は破線で描かれている例 

 

※願書に記載した商標の変更や削除等は、要旨の変更

であることから認められない。 
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（例２－２）図又は写真が極めて不鮮明な例 

 

※位置商標の全体を明確に特定し得るような鮮明な図

又は写真に補正することは、要旨の変更であること

から認められない。 

 

 

 

（例２－３）複数の図又は写真において、標章を付する位置が異なり、標章を

付する位置を特定することができない場合（商標審査基準 第１ 二、 

１１．（１）（ア）） 

 
 

 

 

 

※願書に記載した商標の変更や削除等は、要旨の変更であることから認め

られない。 

 

（例２－４）商品等の全体が表されておらず、商品等の拡大図のみが表されて

いるため、商品等全体における標章を付する位置が不明であり、標章を付

する位置を特定することができない記載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、商標を付する

位置が特定された位置商標である。なお、破線で描かれたポケットの部分は、

商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 
【指定商品】 

被服 
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※願書に記載した商標の変更や削除等は、要旨の変更であることから認めら

れない。 

 

（例２－５）商品等の形状の一部しか表されていないため、商品等全体におけ

る標章を付する位置を特定することができない記載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、ノンワイヤー型ブラジャーを背面から見た

際のタスキ状のストラップおよび背中上部を覆う部分の図形からなる。なお、

破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではな

い。 

【指定商品】 

ブラジャー，下着，キャミソール，被服 

 

※願書に記載した商標の変更や削除等は、要旨の変更であることから認めら

れない。 
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（例２－６）願書に記載した商標及び商標の詳細な説明に、標章が色彩のみか

らなると認識し得る記載がなされている場合（商標審査基準 第１ 二、 

１１．（１）（イ）） 

 
【商標登録を受けようとする商標】 

 
 
 
 
 

 

 

 

【位置商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下｢商標｣という。)は、包丁の柄の部分

を赤色とする構成からなる。 
なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要

素ではない。 
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 
【第８類】 
【指定商品(指定役務)】包丁 

 

※商標の詳細な説明において、標章が立体的形状と色彩の組み合わせからな

るものであることが明確になるように、例えば、｢包丁の柄の部分を赤色と

した立体的形状からなる｣等に補正をすることが可能である。 
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 (例２－７)位置を特定するために記載された商品等の形状が、指定商品等の

形状として想定し得ない場合（商標審査基準 第１ 二、 １１．（１）

（ウ）） 

 

【商標登録を受けようとする商標】 

 
 
 
 
 

 
 
 
【位置商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標(以下｢商標｣という。)は、標章を付する位置

が特定された位置商標であり、包丁の柄の側面中央部分に付された星形の図形

からなる。 
なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素

ではない。 
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 
【第８類】 
【指定商品(指定役務)】はさみ類，包丁類，すみつぼ類 

 
※指定商品を｢包丁類｣のみに補正することが可能である。 

 

２．商標の詳細な説明の記載について3 

（１）標章の記載について 

商標の詳細な説明の記載は、願書に記載した商標を特定するものでなくては

ならないため、位置商標を構成する標章と商標の詳細な説明に記載された標章

の種類（文字、図形、立体的形状等）が一致しない場合には、商第５条第５項

の要件を満たさないものとする。 

両者が一致しているかの判断にあたっては、位置商標に係る標章が、「文

字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩と

の結合」に限られることから、商標の詳細な説明に記載されている標章の説明

 
3 商標審査基準第４（第５条）参照 
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において、標章がこれらのいずれかであるかが記載されている場合や、標章が

これらのいずれかであると解釈し得る場合には、標章は特定されたものとす

る。 

 なお、実線・破線や着色等によって、位置商標を願書に記載する際には、必

ず、商標の詳細な説明において、標章は何（実線等）によって表し、標章以外

の部分（商品等全体等）は何（破線等）によって表したのかを明記する必要が

あるところ、破線等権利に含まれない事項に関する記載が適切になされていな

い場合は、商標の詳細な説明の記載が、願書に記載した商標を特定するものと

はいえないため、商第５条第５項の要件を満たさない。 

 

（２）位置の記載について 

商標の詳細な説明の記載は、願書に記載した商標を特定するものでなければ

ならないため、商品等における標章を付する位置について具体的かつ明確な記

載がされていない場合には、商第５条第５項の要件を満たさない。 

 

願書に記載した商標はあくまで位置商標の使用態様の一例にすぎず、商品の

形状等に応じて標章を付する位置が若干変わることも想定し得るものである。 

そのため、商品等における標章を付する位置についてなされた記載が、標章

の大きさ、標章を付する商品等、取引の実情を総合的に考慮した上で、願書に

記載した商標から合理的に解釈し得る位置の範囲に含まれていれば、標章を付

する位置は特定されたものとする。 

なお、標章を付する商品等とは、当該商品の種類、大きさ及び形状等、当該

商品等の部位の大きさ及び形状等のことをいい、取引の実情とは、当該商品等

の取引業界における需要者の認識（例えば、シャツにおける標章を付する位置

についての需要者の注意力）等のことをいう。 

 

（３）願書に記載した商標が商第３条第１項柱書の要件を満たさない場合の留

意点 

願書に記載した商標が、位置商標に係る標章を特定できず（例えば図又は写

真が不鮮明な場合）、商第３条第１項柱書の要件を満たさない場合には、商標

の詳細な説明において、当該標章についての明確な記載（例えば「○○の図形

からなる」という記載）がされていても、その説明が願書に記載した商標と一

致しているとは認められないため、商第５条第５項の要件をも満たさないこと

となる。 
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（４）標章が明らかに立体的形状としてのみ認識される場合の留意点 

位置商標を構成する標章が明らかに立体的形状としてのみ認識される場合

に、商標の詳細な説明に当該標章が平面図形であるかのような記載（例えば

「○○状の図形からなる」という記載）がされている等のときは、商第５条第

５項の要件を満たさないものとする。 

 

（例３）第５条第５項の要件を満たす例 

（例３－１)標章及び位置を特定していると認められる商標の詳細な説明の記

載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、長袖シャツの左袖の袖口部分の周縁に付さ

れた２本の黒色の図形からなるものである。なお、破線は、商品の形状の一例

を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

 

（例３－２)願書に記載した商標が実線及び破線で描かれている場合で、権利

等に含まれない事項に関する詳細な説明の記載が適切になされている記載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付す

る位置が特定された位置商標であり、ボールペンの軸の下部に付された図形

からなる。なお、破線は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成

する要素ではない。 
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（例３－３) 願書に記載した商標が着色で表されている場合で、権利等に含ま

れない事項に関する詳細な説明の記載が適切になされている記載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、靴の本底（地面に接する側の靴底）の足

の指と土踏まずの間の部分及びかかとに付された図形からなるものである。

なお、靴の本底における薄紫色の部分は商品の形状の一例を示したものであ

り、商標を構成する要素ではない。 

 

（例４）第５条第５項の要件を満たさない例 
（例４－１）標章を特定していると認められない商標の詳細な説明の記載例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

 

【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、長袖シャツの左袖の袖口部分に上記図示す

る標章を配置する構成からなるものである。 

 なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素

ではない。 
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（例４－２）位置を特定していると認められない商標の詳細な説明の記載例 

 【商標登録を受けようとする商標】 

 

 

 

 

 

 

 

【位置商標】 

【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、長袖シャツの左袖周縁に付された２本の黒

色の図形からなるものである。 

 なお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素

ではない。 

 

 

（例４－３）標章が明らかに立体的形状としてのみ認識される場合に、商標の

詳細な説明には図形と記載されている例 

【商標登録を受けようとする商標】 

 
【商標の詳細な説明】 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付す

る位置が特定された位置商標であり、電話機の左側部分に位置した受話器及

び電話機本体とをつなぐコードから構成された図形からなる。なお、破線部

分は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではな

い。 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 
○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
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５６．０２ 
 

位置商標の出願において願書に記載した商標が 
複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い 

 
位置商標の出願において、願書に記載した商標が複数の図又は写真により記

載されている場合の取扱いは、以下のとおりとする。 
 

１．商品等における位置を特定する記載が複数ある場合 
位置商標においては、願書に記載した商標中、位置を特定するために記載さ

れた商品等は、指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）のうちの

一部の商品又は役務である場合が多いと考えられる。 
しかしながら、登録商標の専用権の範囲は、あくまでも指定商品等の範囲で

ある（商第２５条）ことから、願書に記載した商標中、位置を特定するための

商品等の記載は、その指定商品等における使用態様のうちの一例として取り扱

うこととする。 
したがって、位置商標の出願において、願書に記載した商標として商品等に

おける位置を特定する記載が複数枚提出された場合には、それぞれの記載にお

いて下記（１）ないし（３）を全て満たす場合には、商第３条第１項柱書及び

第６条第１項の要件（一商標一出願）を満たすものとして取り扱う。 
（１）商品等が指定商品等に含まれていること 
（２）標章が同一であること 
（３）商品等における位置が同一であること 

 
（例） 

 
 

２．商品等における位置を特定する記載及び位置に付される標章のみの記載の

両方の記載がされている場合 
位置商標に係る専用権は、願書に記載した商標及び商標の詳細な説明により

特定された商品等における位置の範囲に限られると考えられる。一方、位置を

構成する標章である文字や図形等を、文字商標や図形商標等として出願をした

場合の専用権は、商品等における位置に関わらないものである。 
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このように、願書への記載の仕方により、専用権の範囲は異なり得ると考え

られるため、願書に商品等における位置を特定する位置商標の記載及びその位

置に付される標章のみの記載の両方がなされており、かつ、商標の詳細な説明

において、当該位置に付される標章のみの記載についての説明がなされていな

い場合には、位置商標と図形商標の二件の商標が記載されているものと考えら

れることから、位置商標であるとも認められず、その構成及び態様も特定され

ていないため、商第３条第１項柱書、商第５条第５項及び第６条第１項の要件

（一商標一出願）を満たさないものとして取り扱う。 
ただし、商標の詳細な説明において、「標章のみの記載は当該位置に付される

標章を明示したものである」旨の記載がされている場合には、位置商標である

ことが明らかなため、この限りでない。 
 

（商標の詳細な説明の記載例） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他方で、標章そのものを明示した拡大図が、標章全体を表していない場合は、

【商標登録を受けようとする商標】記載のものから標章が特定できないため、

商第３条第１項柱書の要件を満たさない。 
 
 

【商標登録を受けようとする商標】 

 
【位置商標】 
【商標の詳細な説明】 

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付

する位置が特定された位置商標であり、包丁の柄の中央部分の左側面に付

された星形の図形からなる。なお、星形の図形のみの記載は、当該位置に

付される標章を明示したものである。また、破線は、商品の形状の一例を

示したものであり、商標を構成する要素ではない。 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 
○「第５条（商標登録出願）」の審査基準 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/30_5.pdf
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５６．０３ 
 

位置商標における識別力の考え方について 
 

１．基本的な考え方 

位置商標を構成する標章は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは

これらの結合又はこれらと色彩との結合からなることから、位置商標に関する

商第３条第１項各号の判断においては、位置商標を構成する文字や図形等の標

章とその標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察する。（基準

第１ 一、７．（１）参照） 

 

２．商第３条第１項各号に該当するもの 

位置商標を構成する文字や図形等の標章が、商第３条第１項各号に該当する

もののみからなる場合には、原則として、商標全体としても商第３条第１項各

号に該当する。（基準第１ 一、７．（３）参照） 

さらに、商第３条第１項各号の判断においては、１．の基本的な考え方も踏

まえると、標章のみならずその標章が付される位置をも総合的に考慮し、商標

全体として考察する必要がある。 

以上を総合すると、商第３条第１項各号に該当するものとは、例えば、次の

ようなものをいう。 

 

（１）商第３条第１項第３号 

（ア）位置商標を構成する文字が、当該文字が付されている指定商品等の位

置との関係を考慮しても、商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられ

る方法で表示したものと認識されるにすぎないもの 

 

 （例） 

 

指定商品：りんごジュース 

 

 

 

 

（イ）位置商標を構成する図形又は立体的形状が、その図形又は立体的形状

が付されている位置との関係において、商品等の形状の一部と認識される

にすぎないもの 
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 （例） 

 

指定商品：自転車 

              ※位置商標を構成する図形は赤色部分 

 

 

 

［解説］ 

商標全体が商品等の形状を表すものであることは、多くの場合、「商標の詳細

な説明」の記載内容から明らかである。その上で、その商品等が一般的に有す

る外観上の特徴や、「商標の詳細な説明」の記載内容を考慮すると、位置商標

を構成する図形又は立体的形状が、自他商品・役務の識別標識というよりは、

商品等の形状を形成するものの一部として認識されるにすぎない場合がある。 

したがって、位置商標を構成する図形又は立体的形状が、位置商標ではなく

通常の商標として出願すれば識別力が認められる可能性のあるものであって

も、商標全体の構成から、その標章が商品等の形状の一部と認識されるにすぎ

ないと認められる場合には、商第３条第１項第３号に該当するものと判断する
1。 

なお、「商品等の形状の一部と認識されるにすぎない」か否かに関する審査

は、「商品等そのものの形状の範囲を出ないと認識されるにすぎない」か否か

を判断する、立体商標の識別力に関する審査の運用（商標審査便覧４９．０２

「立体商標の識別力に関する審査の具体的な取り扱いについて」参照）の方針

に準じて実施する。 

 

（２）商第３条第１項第５号 

位置商標を構成する標章が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみから

なるものや、これらに厚みを持たせたにすぎないもの 

 

（３）商第３条第１項第６号 

 位置商標を構成する図形が、その図形が付されている商品等の位置との関係

において、例えば、連続反復する地模様を認識させるもの、指定商品と同種の

商品のパッケージデザイン（包装の一面に施される装飾）や被服のデザインの

一類型として採用し得るものであり、需要者が単に装飾や模様として認識する

                                                   
1 商品等の形状の一部が商第３条第１項第３号に該当するものであることは、商標審査基準 第一 五、

４．（１）を参照。 
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にとどまるもの 

 

［解説］ 

位置商標を構成する図形が、位置商標ではなく通常の商標として出願すれば

識別力が認められる可能性のあるものであっても、その図形が商品等のどの位

置に付されているかという商標の使用態様を考慮した結果、単に商品等の美感

等を発揮するために施された装飾や模様等であると需要者が予測し得る範囲の

ものであれば、その図形は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用

されたものと認められ、特段の事情のない限り、需要者が何人かの業務に係る

商品又は役務であることを認識することができないものと判断する。 

 

３．商第３条第１項各号に該当しないもの 

位置商標を構成する文字又は図形又は立体的形状等の標章が、商第３条第１

項各号に該当しない場合には、標章を付する位置にかかわらず、原則として、

商標全体としても商第３条第１項各号に該当しないと判断する。（基準第１ 

一、７．（２）参照） 

商第３条第１項各号に該当しないものとは、例えば、次のようなものをいう。 

 

（ア）位置商標を構成する標章が、識別力を有する文字又は図形であり、か

つ、当該文字又は図形が商品又は役務の出所を表示する識別標識とし

ての使用態様で用いられていると認識できるもの 

（イ）位置商標を構成する標章が、識別力を有しない図形又は立体的形状と

識別力を有する文字を結合したものであり、かつ、当該文字が商品又

は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられている

と認識できるもの 

（ウ）位置商標を構成する図形又は立体的形状が、単に商品等の機能又は美

感に資することを目的とした形状等であると予測し得る範囲を超えて

いると認められるもの 

 

４．商第３条２項 

位置商標が使用により識別力を有するに至っているか否かの判断において

は、使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみ

が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合は、

使用により識別力を獲得しているものと判断する。（基準第２ ７．参照） 
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項第３号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又

は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示) の審査基準 
○「第３条第１項第５号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)」の審査基準 
○「第３条第１項第６号(前号までのほか、識別力のないもの)」の審査基準 
○「第３条第２項（使用による識別性）」の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/11_3-2.pdf
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８５．０１ 
 

出願公開に伴う、「公序良俗を害するおそれのある商標」及び 
「公序良俗を害するおそれのある指定商品又は指定役務」について 
 
 
 商第１２条の２第２項ただし書で規定する、商標公報に掲載することが公の

秩序又は善良な風俗を害するおそれがある「願書に記載した商標」及び「指定

商品又は指定役務」と認められるものとは、以下の要件に該当するものをいう。 
  
１．公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標 
  出願商標が一般世人を基準として下記に示す構成よりなるか又はその一部

 に含む商標と認められるときは、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれの

 ある商標として取り扱うこととする。 
 ① 猥褻、きょう激又は卑わいなもの 
 ② 特定の者の名誉を毀損するもの 
 ③ 特定の国又は国民を侮辱する等国際信義に反するもの 
 ④ その他社会一般の道徳観念に照らし反社会的と認められるもの 

 
２．公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある指定商品又は指定役務 
  指定商品又は指定役務が下記に示すものであるときは、公の秩序又は善良

 な風俗を害するおそれがあるものとして取り扱うこととする。 
 ① 指定されている商品が明らかに罪を犯すことを目的としたものである

 もの､又は指定している役務を提供することにより明らかに罪を犯すこ

 ととなるもの 
 ② 指定されている商品又は役務の表示が公の秩序又は善良な風俗を害す

 るおそれのある語からなるもの、又はその様な語を含むもの 
  公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある語とは、上記１．①か

ら④に該当する表示及び登録商標（指定商品又は指定役務の表示全体か

らみて登録商標を表示していることが明らかな場合に限る。）を表示し

ているものをいう。 
 
［説明］ 
 出願公開制度は、実際に商標登録出願されている内容を出願後速やかに特許

庁の公的な刊行物である商標公報に掲載して、商標登録出願情報の公示を図ろ

うとするものであることから、出願された内容は、原則として公開公報に掲載

しなければならないが、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標及

び指定商品又は指定役務については公開しないこととしている（商第１２条の

２第２項ただし書）。 
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 すなわち、出願されたものであるにもかかわらず、出願公開しないこととす

る商標及び指定商品又は指定役務については、出願公開制度の趣旨を考慮する

と、それを商標公報に掲載し公表すること自体が公の秩序又は善良な風俗を害

するおそれがある場合に限るものと解される（なお、この公報の発行によって

何の法的効果も発生するものではない。）。 
 上記趣旨を考慮して、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標及

び指定商品又は指定役務に関する取扱いを定めることとする。 
 
（１）公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標について 

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるか否かは、上

記趣旨を考慮して、基本的にその商標の構成態様自体によって判断するこ

ととし、ここで、公開することが「公の秩序又は善良な風俗を害するおそ

れがある」とは、具体的には、刑法第１７５条に規定する「わいせつな文

書、図画」に該当するような、きょう激な文字、卑わいな図形又は国家の

基本秩序を破壊するような反社会的な文字等一般世人を基準として社会一

般の道徳観念に照らし反社会的と認められるものが該当するものとして取

り扱うのが適切である。 
 したがって、その商標の使用によって公の秩序又は善良な風俗を害する

おそれがある商標、又は商第４条第１項第７号に該当する商標であっても、

構成態様自体が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのない商標であれ

ば、商第１２条の２第２項ただし書で規定する“公の秩序又は善良な風俗

を害するおそれ”のあるものには該当しないものとなる。  
 
（２）公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある指定商品又は指定役務に

  ついて 
 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある指定商品又は指定役務に

ついては、その商品が反社会的に使用することを目的とするものであるこ

とが明らかな場合又はその役務の提供が反社会的なものであることが明ら

かな場合、すなわち、犯罪の手段となる物又は犯罪を構成するような行為

となるようなものについては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれの

あるものとして取り扱うものである。 
更に、指定されている商品又は役務が上記の様な商品又は役務に該当し

ないものであっても、その表示において公の秩序又は善良な風俗を害する

おそれのあるような用語が使用（一部に含まれている場合も含む。）され

ているときは、その指定商品又は指定役務は公の秩序又は善良な風俗を害

するおそれのあるものとして取り扱うこととする。 
 また、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるものとして登録商

標（多くは周知・著名となっている登録商標）が記載されている場合も含

めているが、この取扱いは、一般的には登録商標を記載したからといって、

直ちに公の秩序又は善良な風俗を害するものとはいえないとしても、商品
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又は役務を表す普通名称と同様に登録商標が使用されていることから、周

知・著名商標の希釈化等の弊害を生じ、また特許明細書等に断り無く登録

商標を使用している場合も公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある

ものとして取り扱われていることを考慮したものである。ただし、登録商

標であることを明記している場合には公の秩序又は善良な風俗を害するも

のとして取り扱う必要はないものである。 
 なお、上記に該当するような指定商品又は指定役務は、実体審査の過程

において削除補正又は適切な他の表示に補正されることにより登録可能な

ものとなる。 
 
 
  （注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○第４条第１項第７号（公序良俗違反）の審査基準 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/16_4-1-7.pdf
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８５．７１ 
 

国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の 
翻訳の作成と公報等への掲載に関する取扱い   

 
 英語で記載されている国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務は、そ

のすべての指定商品又は指定役務について日本語の翻訳（参考訳とする。）を

作成し、商標公報（公開国際商標公報、出願公開後における補正を掲載する公

報及び国際商標公報）に掲載することとする。 
 ただし、公開国際商標公報又は出願公開後における補正を掲載する公報に

翻訳を掲載する際、翻訳の作成ができない商品又は役務があるときは、当該公

報には、当該指定商品又は指定役務を原文（英語）のまま掲載することとする。 
 
［説明］ 
（１）我が国を領域指定する国際登録は、国際事務局から当該国際登録につい

  て英語で通報されてくることとなっている。我が国では、その通報された

  国際登録を国際商標登録出願として公開国際商標公報に掲載する。登録後

  は、国際商標公報に掲載することとなるが、それらの指定商品又は指定役

  務については、日本語による翻訳を作成し、その翻訳も参考訳として英語

  表示とともに掲載することとする。 
 
（２）翻訳は、「類似商品・役務審査基準」等を参考に作成することとする。 
  なお、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている名称と同一の商品又 

は役務である場合には、原則としてそれに従って翻訳することとする。 
上記に該当しないものは、「マドリッド協定議定書に基づく標章の国際

登録に関する商品・役務名ガイド〔国際分類第10-2016版対応〕」の「本

書の利用に当たって」中「２．英語訳の作成作業の基準」の記載事項等

を参考に作成することとする。 
 
（３）ただし、公開国際商標公報又は出願公開後における補正を掲載する公報

に掲載する際、新商品に係る用語又は誤字等により、文献では調査できな

い単語があり翻訳できない指定商品又は指定役務があった場合、当該公報

には、翻訳ができなかった指定商品又は指定役務を明確に判別できるよう

にするため、その指定商品又は指定役務を原文のまま掲載するのが適当で

ある。 
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  【参考】 
   ＜翻訳できない場合の「公開公報」への掲載イメージ＞ 
    〔指定商品又は指定役務の表示（原文）〕 
     １ Industrial chemicals 
     ９ Computers, Storage ereciric apparatus, ･･･ 
    〔翻訳〕 
     １ 工業用化学品 
     ９ コンピューター，Storage ereciric apparatus，･･･ 

※ 「electric」の綴りを｢ereciric｣と誤っている等により翻訳できない。 
 
（４）出願公開後における指定商品又は指定役務の補正があったときは、公開

国際商標公報に準じて、その翻訳を出願公開後における補正を掲載する公

報に掲載することとする。 
 
【備考】 
 （１）実体審査においては、指定商品又は指定役務の内容及びその範囲を確

認し、不明確なものと判断されるときは、商第６条第１項の拒絶理由を

通知し、その内容及び範囲が明確になるようにその指定商品又は指定役

務を補正させるとともに、翻訳の見直しを行い適切なものに修正するこ

ととする（詳細は、審査便覧４６．０１を参照）。 
 
 （２）指定商品又は指定役務の翻訳は、特許庁における審査において国際登

録に係る出願により生じた権利又は国際登録に係る商標権の権利範囲を容

易に把握できる等の便宜を図る観点から、参考情報として作成されるもの

である。 
   なお、それらの権利の範囲を定めるものは、国際登録簿に記載されてい

  る商品又は役務である。 
 
 
 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_01.pdf
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８８．０１ 
 

外国政府等との取決めについて 

 

 
１．近年、我が国が外国政府等と締結する経済連携協定（ＥＰＡ）等において、

ＴＲＩＰＳ協定に規定するぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の保護が規定さ

れるとともに、その保護の対象となる地理的表示が合意されている。 

 

２．本資料は、ＥＰＡによって提供された地理的表示の情報を掲載したもので

あり、商第３条第１項第３号、同第４条第１項第１６号及び第１７号の審査

において、参考資料として活用されるものである。 

 

 国名等 取決め 関係条文 

１ メキシコ合衆国 

経済上の連携の強化に関する日本

国とメキシコ合衆国との間の協定 

（2005年4月発効） 

 

 

 

3条1項3号 

4条1項16号 

4条1項17号 

 

 

 
 

２ チリ共和国 

戦略的な経済上の連携に関する日

本国とチリ共和国との間の協定 

（2007年9月発効） 

３ スイス連邦 

日本国とスイス連邦との間の自由

な貿易及び経済上の連携に関する

協定（2009年9月発効） 

４ ペルー共和国 

経済上の連携に関する日本国とペ

ルー共和国との間の協定 

（2012年3月発効） 

 

５ 

 

欧州連合（ＥＵ） 

経済上の連携に関する日本国と欧

州連合との間の協定 

（2019年2月発効） 

６ 英国 

包括的な経済上の連携に関する日

本国とグレートブリテン及び北ア

イルランド連合王国との間の協定 

（2021年1月発効） 

各経済連携協定の詳細は以下を参照。 

 

外務省ＨＰ「我が国の経済連携協定（EPA／FTA）等の取組」 

 （https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html） 

 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01_01.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01_02.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01_03.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01_04.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11239397/www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/88_01_05.pdf
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（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。  

○「第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供

の場所、質等の表示）」の審査基準 

○「第４条第１項第１６号（商品の品質又は役務の質の誤認）」の審査基準 

○「第４条第１項第１７号（ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示）」の審査基準  

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/07_3-1-3.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/07_3-1-3.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/26_4-1-17.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/26_4-1-17.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/25_4-1-16.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/07_3-1-3.pdf
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８９．０１ 

 

商標登録出願に関する情報提供について 

 

１．情報提供制度の意義 

 平成８年の商標法改正により、商標権付与前の登録異議申立制度が廃止され付

与後登録異議申立制度に移行することとなり、これまで付与前登録異議申立制度

が果たしてきた、公衆に審査官の判断に対する意見を開陳する機会としての役割

は、付与後の商標登録異議申立制度に引き継がれることとなった。 

 したがって、このような機会が公衆に与えられることなく商標権という強力な

権利が発生することを踏まえると、審査主義を堅持する商標審査にあっては、よ

り一層的確な審査の遂行が要求されるところである。 

 そこで、これまで運用によりなされてきた情報提供に関する手続を、新たに商

標法施行規則中に規定することにより制度化し、その利用を拡大することによっ

て、審査の的確性及び迅速性の向上を図り、瑕疵ある商標権の発生を未然に防止

することとした。 

なお、情報提供制度は、審査の的確性及び迅速性の一層の向上を図るために有

用な情報を円滑に入手するための手続として位置づけられるべきものである。 

（商施規第１９条（情報の提供）参照） 

 

２．具体的な運用 

 ① 情報提供者 

 「何人」も情報の提供をすることができる。 

  なお、「提出者」の欄における氏名等の記入は省略することができる。 

 ただし、その場合「住所（居所)」及び「氏名（名称)」の欄には「省略」

と記載する。 

 

 ② 情報提供の対象となる商標登録出願 

 情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願についてのみ対象とする

ことができる。 

 したがって、特許庁に係属しなくなった商標登録出願（例えば、拒絶査定

が確定した出願、設定登録された商標権に係る出願、取り下げられた出願)

については、情報提供をすることはできない。 

 

 提供に係る事件が特定できない場合には、却下処分の対象とする。 
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③ 提供することができる情報 

 その商標登録出願に係る商標が、次のいずれかに該当する旨の情報を提供

することができる。 

 商第３条、商第４条第１項第１号、第６号から第１１号まで、第１５号か

ら第１９号まで、商第７条の２第１項、商第８条第２項若しくは第５項の規

定により登録することができないものであること。 

 

 上記に該当しない情報が提供された場合、審査官はこれを考慮しない。 

 また、商第６８条の３２（国際登録の取消し後の商標登録出願の特例）又

は商第６８条の３３（議定書の廃棄後の商標登録出願の特例）の規定が適用

される国内出願についても、商第６８条の３４第２項の規定により、商第１

５条第１号及び第２号の規定が適用されないこととなるため、審査官はこれ

を考慮しない。 

 

 ④ 提出可能な資料 

 情報提供者は、提供しようとする情報を「書類」で提出することができる。 

 提出できる「書類」には、刊行物若しくはその写し又は商標登録出願等の

願書の写しのほか、商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類の

写し等の証明書類が含まれる。 

 ただし、「書類」に該当しないもの、例えば、商標の使用状況を撮影した

ビデオテープ等については提出することはできない。 

 

 ⑤ 刊行物等提出された書類の取扱い 

 ｉ）審査官は、職権による調査では知り得ることのできなかった情報であ

り、客観的にその提出書類により証明しようとしている事実の存在につい

て確信を得ることができる場合に限り、提出書類を拒絶の理由の有無の審

査をする際の参考資料として採用する。 

ｉｉ）審査官は、提出書類を検討した結果、その商標登録出願について拒絶

の理由がある旨の心証形成を得ることができた場合は拒絶の理由を通知

する。 

 

 ⑥ 情報提供者の提供に係る情報に関する釈明・面接等の機会 

 情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではないので、提供され

た情報に関する釈明や、当該商標登録出願の登録の可否に関する説明、面接

等を目的として審査官と連絡を取ることは認めない。 

 また、審査官は情報提供者を、商第７７条で準用する特第１９４条第１項

（書類の提出等）でいうところの必要な書類、その他の物件の提出を求める

当事者とすることはできない。 
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 ⑦ 情報提供者へのフィードバック 

 提供者の希望により情報の利用状況についてフィードバックを行う。 

 その内容は、 

ａ．提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知に既に利用されていたか、

ｂ．情報提供後の拒絶理由通知に利用されていたかどうか、 

である。(最終的審査結果については、フィードバックする必要はない。) 

 なお、フィードバックを希望する旨は「刊行物等提出書」の「提出の理由」

の欄に記載されている。 

  

 ⑧ 出願人への通知 

   情報提供があった事実は出願人に通知される。 

 

 ⑨ 提供された情報の閲覧 

 提供された情報は閲覧に供する。 

 

 ⑩ 施 行 日 

 商標登録出願についての情報提供制度は、平成９年４月１日から施行。な

お、商第７条の２第１項（追加）についての情報提供制度は平成１８年４月

１日から施行。 

 

 ⑪ 情報提供（「刊行物等提出書」）の様式 

   参考「様式第２０（商施規第１９条関係）」参照 
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 参考   商施規様式第２０（商施規第１９条関係 抜粋） 

 

  【書類名】 刊行物等提出書  

   

 （【提出日】 令和  年  月  日）  

   

  【あて先】 特許庁長官     殿  

   

  【事件の表示】  

    【出願番号】  

   

  【提出者】  

     （【識別番号】）  

    【住所又は居所】  

    【氏名又は名称】  

   

  【代理人】  

     （【識別番号】）  

    【住所又は居所】  

    【氏名又は名称】  

   

  【提出する刊行物等】  

   

  【提出の理由】  

 

〔備考〕 

１ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願○○○○－○○ 

○○○○」、「国際登録第○○○○○○○号」又は「○○○○年○○月○○日

に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○号」のように出願の番号を

記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審

判番号】」の欄を設け「不服○○○○－○○○○○」のように審判の番号を記

載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。 

２ 第１９条第３項において準用する特許法施行規則第１３条の２第３項の規

定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは

「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。 

３ 「【提出者】」の欄に記載すべき者が２人以上ある時は、次のように欄を繰

り返し設けて記載する。 

  【提出者】 

    （【識別番号】） 
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   【住所又は居所】 

   【氏名又は名称】 

  【提出者】 

    （【識別番号】） 

    【住所又は居所】 

    【氏名又は名称】 

４ 「【提出の理由】」の欄には、当該刊行物等によりその商標登録出願に係る

商標が登録要件を欠くものであるとする理由を記載する。 

５ その他は、様式第２の備考１から４まで、２０から２２まで、２６、２９及

び４０から４３まで並びに様式第１０の備考２及び５と同様とする。 

 

 
 （注）以下をクリックすると、関連情報をご覧になれます。 

○ 商標登録出願に関する情報提供について 
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８９．０２ 

 

国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を 

表示する標章に関する情報提供について 
 

 商標法第４条第１項第６号に関する審査を迅速かつ的確に行うため下記の要領

で関係する情報の提供を受け付けることとする。 
 

  第４条第１項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標  

    登録を受けることができない。  

    第６号 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団  

        体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営  

        利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は  

        類似の商標  

 

 

１．情報提供の方法 

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益に

関する団体であって、商標法第４条第１項第６号に掲げる商標である旨の情報

を提供する者は、次の事項が明確となる資料等を電子メール又は書面で提出す

る。（別紙文例参照） 

① 商標法第４条第１項第６号に該当する標章 

② 情報提供に係る標章が商標法第４条第１項第６号に該当するものであるこ

との説明 

③ 情報提供に係る標章が著名なものとなっている事実 

④ 公益団体を表す標章の場合には、その団体の設立目的及び組織、人員等 

⑤ 公益に関する事業を表す標章の場合には、その事業の目的、内容並びに 

事業主体となっている団体の設立目的及び組織、人員等 

 

２．提出された情報の取扱い 

（１）本件情報提供は、商標審査基準室が受け付けることとする。 

（２）商標審査基準室は、標章の使用状況等提供された情報に疑義がある場合に

は、情報提供した者に対して、説明を求め又は新たな資料の提供を求めるこ

とができるものとする。 

（３）商標審査基準室は、情報提供に係る標章を審査・審判に係属している出願

の審査・審理に反映させるために審査・審判官に周知を図ると共に、関係資

料を管理することとする。 



８９．０２ 

- 2 - 
（令和３．１０ 改訂） 

【別 紙】 

  情報提供する場合の文例 

 

   

                        令和  年  月  日  

   

  特許庁審査業務部商標課長 宛  

   

                   （提出者の名称）   (※１)  

                     責任者  氏名  

                                  （担当者) 部署  担当者氏名  

                         電話番号  

   

             （件 名）    (※２)  

   

 （提出の理由等を記載する。）    (※３)  

   

 〔添付資料〕  (※４)  

 （１）商標法第４条第１項第６号に該当する標章の見本  

 （２）使用に係る標章が著名なものとなっている事実を証する資料  

   

 
 〔備考〕 
※１「提出者の名称」の欄には、情報を提出する団体等の名称及び当該標章に関しての事務

取扱責任者の役職及び氏名を記載する。 
その下段に、本件に関する事務担当の部署、担当者、電話番号を記載する。 
記載例  ××県○○大会実行委員会  

           委員長 商標 一郎  
 
※２「件名」には、どのような標章を情報提供するのかを簡潔に記載する。 

記載例  ○○大会のシンボルマーク（名称・愛称・ロゴマーク・マスコットキャラ 
        クター等）の情報提供について 
 
※３「提出の理由等」としては、標章を使用する団体・事業の概要、標章の使用方法・期間 

等、当該標章が商標法第４条第１項第６号に規定する標章に該当するものであることにつ 
いて説明する。 

 
※４〔添付資料〕には、「商標法第４条第１項第６号に該当する標章の見本」の他、例えば 

以下の資料を電子化して添付ファイルとするか、又は書面により添付する。 
① 当該標章が著名であることを証する新聞記事・広報誌・パンフレット等の資料 
② 公益団体を表す標章の場合には、団体の設立目的及び組織、人員等を説明した  

   パンフレット 
③ 公益に関する事業を表す標章の場合には、その事業の目的、内容並びに事業主  

   体となっている団体の設立目的及び組織、人員等を説明したパンフレット 
④ その他関連する資料（必要な場合に添付する。） 
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博覧会の賞に関する情報提供について 
 
１．商標法第４条第１項第９号に関する審査を迅速かつ的確に行うため下記の

要領で関係する情報の提供を受け付けることとする。 
 
第４条第１項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登

録を受けることができない。 
第９号 政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する

博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長

官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその

許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標

章を有する商標（その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使

用をするものを除く。） 
 
２．情報提供の方法 

商標法第４条第１項第９号の規定に基づく博覧会の賞についての情報を提

供する者は、次の事項が明確となる資料等を電子メール又は書面で提出する。

（別紙文例参照） 
（１）博覧会の名称 
（２）開設者 
（３）後援者 
（４）開設の目的 
（５）開設地 
（６）開設の期間 
（７）出品者の資格 
（８）出品者数、出品物の種類、数量等 
（９）入場者の資格 
（１０）博覧会の賞 

 
３．提出された情報の取扱い 
（１）本件情報提供は、商標審査基準室が受け付けることとする。 
（２）商標審査基準室は、提供された情報に疑義がある場合には、情報提供を

した者に対して、説明を求め又は新たな資料の提供を求めることができる

ものとする。 
（３）商標審査基準室は、提供された情報を審査・審判に係属している出願の

審査・審理に反映させるために審査官・審判官に周知を図ると共に、関係

資料を管理することとする。 
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【別 紙】 
情報提供をする場合の文例 

令和  年  月  日 
 特許庁審査業務部商標課長 宛 
 

（提出者の名称）（※１） 
責任者  氏名 

（担当者) 部署 担当者氏名 
電話番号 

 
（件 名）   （※２） 

１．博覧会の名称 
２．開設者 
３．後援者 
４．開設の目的 
５．開設地 
６．開設の期間 
７．出品者の資格 
８．出品者数、出品物の種類、数量等 
９．入場者の資格 
１０．博覧会の賞 
 
添付資料（※３） 

（１）上記１．ないし９．の事実を証する資料 
（２）上記１０．にいう商標法第４条第１項第９号に該当する 

博覧会の賞の見本 
 

 
〔備考〕 

※１「提出者の名称」の欄には、博覧会を開設する者の名称及び博覧会開設に関する事務
取扱責任者の役職及び氏名を記載する。 
その下段に、本件情報提供に関する事務担当の部署、担当者、電話番号を記載する。 
記載例 ○○博覧会事務局 

事務局長 商標 一郎  
 
※２「件名」には、どのような賞（標章）を情報提供するのかを簡潔に記載する。 

記載例  「○○博覧会の賞の情報提供について」 
 
※３〔添付資料〕商標法第４条第１項第９号に該当する博覧会の賞の見本の他、例えば、

以下の資料を電子化して添付ファイルとするか、又は書面により添付する。 
①博覧会の開設計画書、出品案内パンフレット等 
②開設者が特殊法人、公益社団法人若しくは公益財団法人である場合には、設立の

目的、組織及び人員等を示す定款及び役員名簿又はパンフレット等 
③その他関連する資料（必要な場合に添付する。） 



Ａ１．０１ 
 

２以上の基礎となる商標登録又は 
商標登録出願に関する取扱い   

 
１．国際登録出願は、１の商標登録又は商標登録出願を基礎とする場合に限ら

 ず、２以上の商標登録又は商標登録出願を基礎とすることができる。 
 
２．２以上の商標登録又は商標登録出願を基礎として国際登録出願を行う場合

 には、その基礎となる商標登録又は商標登録出願（以下「基礎登録又は基礎

 出願」という。）に係る全ての商標が国際登録出願に係る商標と同一であり、

 国際登録出願に係る各商品又は役務は、いずれかの基礎登録又は基礎出願の

 指定商品又は指定役務に包含されていなければならない。 
 
［説明］ 
  国際登録は、本国官庁に商標登録又は商標登録出願された商標を前提に行

 うことが基本原則となっており、２以上の商標登録又は商標登録出願に係る

 商標が同一である場合は、それらの指定商品又は指定役務を組み合わせて１

 の国際登録とすることが可能となっている。 
 
  国際登録出願が、２以上の基礎登録又は基礎出願に基づく場合には、以下

 の条件をすべて満足するものでなければならない。 
 
  ① 複数の基礎登録又は基礎出願に係る商標がすべて同一であり、かつ、そ
  の商標と国際登録出願に係る商標とが同一であること 
 
  ② 国際登録出願に係る各商品又は役務については、いずれかの基礎登録又
  は基礎出願の指定商品又は指定役務に包含されていること 
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Ａ２．０１ 

 

国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願 

に係る商標との同一に関する取扱い       

 

１．国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標とが同一であ

 るか否かの判断基準については、次のとおりとする。 

 

①  商標が同一であるか否かの判断については､厳格に解し、両商標の構成

 ・態様が同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならないものと

する。 

 

② 類似の範囲と認められる相違や不使用取消審判において使用と認められ

 るような社会通念上の同一の範囲における相違はもとより、要旨を変更し 

    ないものとして補正が認められる範囲における相違があるときも、同一の 

    商標とは認めないものとする。 

 

２．商標が同一であるか否かの判断は、本国官庁が国際登録出願に関する証明

 をする時における基礎登録又は基礎出願に係る商標と対比して行うこととす

 る。 

 

３．国際登録出願に係る商標が基礎登録又は基礎出願のものと同一とは認定で

 きないときは、本国官庁は当該願書を差し替えるよう促すこととする。 

 

※ 国際商標登録出願審査室は、本取扱いについて、国際意匠・商標出願室か

ら要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、国際意匠・商標出願

室が処理することとする。 

 

［説明］ 

（１）国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一で

  あるか否かの判断は、以下の理由により、厳格に解し、その構成・態様が

  同一（縮尺のみ異なるものを含む。）でなければならないものとする。 

 

① マドリッド協定議定書は、マドリッド協定と共に、締約国（本国）に 

おける商標の保護を他の締約国（指定国）にもそのまま拡張するという

仕組みからなる条約である。 

② 議定書上設けられているセントラルアタック制度（国際登録の日から

 ５年以内に基礎登録又は基礎出願が消滅した場合、国際登録も消滅する

 とする制度）も、基礎登録又は基礎出願に係る商標と国際登録に係る商
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 標が同一のものであることが前提となる制度である。 

③ 国際登録出願に係る商標は、タイプライター、印刷による記載又は貼

 り付け等のいかなる手段による複製でもよいとされており、願書や公報

 に表示された商標をそのままコピーしたものを貼り付ける方法も可能と

 されているので、基礎登録又は基礎出願に係る商標と厳格に同一のもの

 を求めることとしても、国際登録出願に係る商標として表示することが

 困難という事例は想定し得ず、出願人に酷となる事態は生じ得ない。 

④ 各指定国で登録された商標を使用する際には、その商標の識別性に影 

 響を与えない範囲における軽微な変更使用が許されるのであるから（パ 

 リ条約第５条C(2)）、国際登録出願に係る商標を基礎登録又は基礎出願 

 に係る商標と厳格に同一のものしか認めないこととしても、出願人には 

 酷なものとはならない。 

⑤ なお、国際登録出願に係る商標として提出された音声ファイル（例：M

P3形式）又は動画ファイル（例：MP4形式）は、基礎登録又は基礎出願

に係る商標と同一と解釈することはできない。 

 

（２）商標が同一か否かの判断は、国際登録出願に関する証明をする時におけ

  る基礎登録又は基礎出願に係る商標と対比し、その時に商標の同一が認定

  されればよく（議定書第３条(1))、その後、基礎出願に係る商標について

  補正があり、その補正後の商標をもって登録された場合でも、国際登録出

  願に係る商標を当該補正に係る商標に補正することは認められないものと

  する。 

 

（３）国際登録出願に係る商標が基礎登録又は基礎出願のものと同一とは認め

  られない場合は、商標が同一であると認定できるものに差し替えるよう促

  すこととする。 

 

  この取扱いは、商標審査便覧Ａ２．０２からＡ２．０４についても同様に

適用するものとする。 
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Ａ２．０２ 

 

基礎登録又は基礎出願が立体商標である場合の 

商標の同一に関する取扱い 

 

１．立体商標に係る国際登録出願において、その基礎登録又は基礎出願に係る立体商標

 を表す図又は写真が複数ある場合には、その全ての図又は写真について同一（全体が

 同一の縮尺度で表され相似形となっているものを含む。その図又は写真の配列につい

 ては異なっていてもよい。）でなければならず、最大20cm平方の枠内に記載しなけれ

 ばならない。 

 

２． 国際登録出願における図又は写真が基礎登録又は基礎出願におけるものと、例えば、

 以下のとおり相違するときは、原則として、その立体商標は同一のものとは取り扱わ

 ないものとする。 

 

  ①図又は写真の枚数が同じでない。 

  ②図又は写真で表示されている構成・態様の一部が一致しない。 

  ③図又は写真についての一部の縮尺度が相違している。 

  ④図で表されていたものが写真となっている、又はその逆となっている。 

 

３．基礎となるものが出願である場合における商標の同一の判断に当たっては、その立

 体商標の構成・態様が特定されているか否かは問わないものとする。 

 

［説明］ 

（１）国際登録出願に係る商標の同一については、商標審査便覧Ａ２．０１のとおり、

  本国官庁が国際登録出願について証明する時における基礎登録又は基礎出願に係る

  商標とその構成・態様が同一でなければならないことを原則とすることから、立体

  商標についても同様に取り扱うこととする。 

   すなわち、立体商標においては、複数の図又は写真により表されていることがあ

  ることから、その場合には、それらの図又は写真に表されている構成・態様が同一

  であること、又は全体が同一の縮尺度で表され全体として相似形となっていること

  が必要である。 

   なお、図又は写真の配列が異なっていても、それによって表されている立体商標

  の全体の構成・態様が変更されるものとはいえない場合には、同一のものとして取

  り扱うものとする。 

 

（２）立体商標が同一でないとして取り扱う場合とは、例えば､次の様な場合が該当する。 

  ①図又は写真の枚数が同じでない。 
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   ②図又は写真で表示されている構成・態様の一部が一致しない。 
 
         

         

         

         

         

     <基礎登録又は基礎出願の立体商標>             <国際登録出願の立体商標> 

※国際登録出願の右側の図の構成・態様が基礎登録又は基礎出願の図
と相違する。 

  

  ③図又は写真についての一部の縮尺度が相違している。 
 
         

         

         

         

         

     <基礎登録又は基礎出願の立体商標>             <国際登録出願の立体商標> 

                 ※国際登録出願の右側の図のみが基礎登録又は基礎出願の図と縮尺度
                                  が相違する。 

 

  ④図で表されていたものが写真となっている、又はその逆となっている。 

 

（３）なお、基礎となるものが出願中の商標における同一については、本国官庁が国際

  登録出願について証明する時における基礎出願の願書に記載されている立体商標で

  ある旨の記載及び登録を受けようとする商標（図又は写真）によって判断すること

  とし、その願書における図又は写真によって立体商標としての構成・態様が特定さ

  れているか否かは問わないこととする。 

   したがって、例えば、基礎となる出願において、立体商標を表す図として断面図

  があった場合は、その図を含めて、同一であるかを判断することとなる。 
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Ａ２．０３ 

 

基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字による場合 

の国際登録出願における標準文字の宣言と商標の同一に 

関する取扱い                    

 

１．国際登録出願における願書第７欄(ｃ)｢The applicant declares that the mark 

is to be considered as a mark in standard characters.」（以下「標準文字の宣言」

という。）については、基礎登録又は基礎出願に係る商標が標準文字である

か否かに拘わらず出願人の任意記載事項とし、本国官庁は確認しないことと

する。 

 

２．基礎登録又は基礎出願に係る商標が、標準文字による場合、国際登録出願

 の願書に記載されている商標が、商標法第５条第３項に規定する特許庁長官

 の指定する文字又はそれと同等のものと認められる構成・態様の文字で記載

 されているときは、その商標は同一のものとして取り扱うこととする。 

 

［説明］ 

（１）国際登録出願において標準文字の宣言を行った場合の法律的効果は、指

  定された国の法制によるものと解され、我が国の商標法に規定するように

  特許庁長官が指定する文字と同じ構成・態様（書体）の商標を出願したも

  のとして取り扱われるとは限らないことから、国際登録出願の願書第７欄

  (ｃ)においてされる標準文字の宣言は、商標の構成・態様の同一の判断等

  に影響しないものと考えられる。また、国際事務局では標準文字の宣言の

  記載についての確認はしていないことから、この宣言は出願人の意向によ

  る任意記載事項とし、本国官庁としても確認しないこととする。 

 

（２）基礎登録又は基礎出願が標準文字による商標である場合の商標が同一で

  あるか否かの判断については、基礎登録又は基礎出願の願書に記載された

  文字又は記号から構成される商標は、特許庁長官の指定する文字により表

  わされたものとして取り扱われることから、原則として、その標準文字に

  よる構成・態様で表された商標と比較するのが妥当と考えられるところ、

  以下の場合には商標が同一であるものとして取り扱うこととする。 

 

① 登録時の商標公報（平成１１年１２月以前に発行されたもの）に掲載

 されている商標を貼り付けた場合 

  これは、商標法に従って標準文字の構成・態様で商標公報に掲載され

 たものを複写して願書に貼り付けた場合には、その商標は同一のものと

 して取り扱うこととするものである。 
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② 商標法第５条第３項に規定する特許庁長官の指定する文字又はそれと

 同等のものと認められる構成・態様の文字で記載されている場合（ただ

 し、出願中の商標である場合は、当該商標が標準文字による商標として

 認められる場合に限ることとする。） 

   これは、願書に当該商標が標準文字の構成・態様で記載されている場

 合、又は、当該商標が例えば各種明朝体など標準文字の構成・態様と同

 等のものと認められる構成・態様で記載されている場合には、その商標

 は同一のものとして取り扱うこととするものである。 

 

  なお、基礎となるものが出願中の場合、願書に標準文字による商標であ

 る旨の記載はされているが、当該商標が標準文字として認められる構成・

 態様でないことも想定されるところ、そのような場合にはその出願は標準

 文字によるものとして取り扱うことができないものである。 

 したがって、そのような商標を国際登録出願の願書に記載するときは、

基礎出願の願書に記載されている構成・態様と同じ構成・態様（相似形を

含む。）で記載されていなければならないこととなる。（→商標審査便覧

Ａ２．０１） 
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Ａ２．０４ 

 

色彩を構成要素としている商標の同一に関する取扱い 

 

１．基礎登録又は基礎出願に係る商標が色彩を構成要素としているときは、国

 際登録出願に係る商標も同一の構成・態様であって、色彩も同一に組み合わ

 されていなければならない。 

２．基礎登録又は基礎出願において商標の特徴として色彩について主張されて

 いるときは、国際登録出願にも同一の主張がされていなければならない。 

  また、基礎登録又は基礎出願において同主張がされていないが、国際登録

 出願において主張されているときは、基礎登録又は基礎出願における商標が、

 主張どおりの色彩であるか、又は色彩の組み合わせでなければならない。 

 

［説明］ 

 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一につい

ては、厳格に解し、構成・態様が同一でなければならないものとする考え方

（商標審査便覧Ａ２．０１参照）は、色彩についても同様である。 

 したがって、基礎登録又は基礎出願に係る商標が色彩を組み合わされている

ときは、国際登録出願に係る商標も同一の構成・態様であって、色彩も同一に

組み合わされていなければならない。 

 同様の考え方により、前記基礎登録又は基礎出願において、併せて商標の特

徴として色彩についての主張がされているときは、国際登録出願にも同一の主

張がされていなければならない。 

 また、基礎登録又は基礎出願において色彩についての主張がされていないが、

国際登録出願においてその主張がされているときは、当該基礎登録又は基礎出

願における商標が、主張どおりの色彩であるか、又は色彩の組み合わせでなけ

ればならない。 

 

（注）商標の同一性と色彩の関係については、商第７０条が、所定の場合にお

いて、各法文上の「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、

色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認め

られるものを含むことを定めているが、基礎登録又は基礎出願の商標と国際登

録出願に係る商標の色彩のみが相違する場合は同条所定の場合にはあたらず、

同条の適用はない。 

 

【備考】 

＜明治４２年又は大正１０年商標法に基づく「着色限定」されている登録商標

を基礎とする場合＞ 

 例えば、大正１０年商第１条第３項において「商標ハ之ニ施スヘキ色ヲ限定
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シテ登録ヲ受クルコトヲ得ル」（以下「着色限定」という。）と規定されてお

り、その規定は、現在においても商施法第３条第３項の規定により有効である。 

 そこで、上記商標法に基づき願書に「着色限定」を主張して登録されている

商標を国際登録出願する場合は、以下のとおりとする。 

 ① 国際登録出願の願書第７欄｢THE MARK｣(商標)の(a)の欄に基礎登録

 に係る願書に記載されている商標を記載する。 

 ② 願書第８欄「COLOR(S)CLAIMED｣(色彩に係る主張)のボックスにチ

 ェックを記入する。 

 ③ 「Color or combination of colors claimed｣(主張に係る色彩又は組み合わ

 せ)の欄に願書に記載されている色彩の名称のみを記載する。 

記載例１【基礎登録の「着色限定」の記載】 

      「金箔色、金牌ト楓ノ輪郭、緑色、地面、・・」 

    【願書への記載例】 

      「金箔色、緑色、・・」 

記載例２【基礎登録の「着色限定」の記載】 

      「商標見本ニ示ス通リ」 

    【願書への記載例】 

       記載方法は、例１と同様に商標に施されている色彩を列

      挙する。 

 なお、黒一色に表されている商標であって、「着色限定」の主張をし

ているときも同様に記載する。 

  ④ 「Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in th

at color（as may be required by certain designated Contracting Parties）｣(色彩

の標章の主要部分のそれぞれの色彩の表示（特定の指定締約国が求める場

合））の欄には記載しなくてよい。 
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Ａ２．０５ 
 
国際登録出願に係る商標（ラテン文字、アラビア数字、 
ローマ数字以外の表記）の音訳についての取扱い 

 
１．国際登録出願に係る商標がラテン文字以外の文字からなる又は当該文字を

 含むときはラテン文字へ音訳をし、またアラビア数字又はローマ数字以外の

 数字で表記された数字からなるとき又は当該数字を含むときは、アラビア数

 字へ置き換えを行い、それぞれ国際登録出願の願書第９欄(a)｢Transliteration
 of the mark｣(以下｢標章音訳｣という｡)の欄に記載されていなければならない。 
 
２．本国官庁は、「標章音訳」の欄についての確認を行い、その記載がないと

きは出願人に対し記載を促すこととする。また、ラテン文字又はアラビア数

字若しくはローマ数字以外の文字又は数字を使用している等記載に明確な誤

りがあるときは、その記載について訂正を促すこととする。 
  ただし、「標章音訳」欄の記載不備の訂正は、国際登録出願の日（国際登

録の日）に影響を及ぼさないことを考慮して行うこととし、その不備が訂正

されない場合であっても、他の要件を満たしている限り、本国官庁は国際登

録出願に関する証明をし、国際事務局へ送付することとする。 
 
［説明］ 
（１）国際登録出願に係る商標は、例えば日本語における文字（漢字、平仮名

文字、片仮名文字）等ラテン文字以外の文字からなる場合又はその文字を

含む場合には、その国際登録出願の言語（我が国の場合は「英語」とな 
る。）の発音に従って音訳したものをラテン文字で記載しなければならな

いこととなっている。すなわち、我が国の場合には、音訳は、英語の発音

に従いローマ字によって綴ることとなる。 
 
    ＜標章音訳例＞ 

①商標「アップル」の音訳 「APPURU」 
②商標「硝子」の音訳「GARASU」 
 

＜標章音訳として認められない例＞ 
        商標「特許庁」の音訳「TOKKYOCHÔ」 

  ※ ｢CHO｣の文字に発音記号「＾」を記載している 
 

   また、数字を表すものとしての漢数字を含む場合には、それらをアラビ

  ア数字へ置き換えたもので記載する。 
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（２）「標章音訳」は、国際登録出願に係る願書の記載事項ではあるものの本

国官庁の証明事項ではないことから、欠落又は不備があるとしても国際登

録の日を確保するために本国官庁の証明を行い国際事務局へ送付すること

とする。 
   しかし、「標章音訳」の記載について欠陥があるときは、国際事務局か

ら出願人及び本国官庁宛にその欠陥が通報され、出願人は、欠陥の通報を

受けてから３月以内にその欠陥を是正しなければ、その国際登録出願は放

棄されたものとして取り扱われる（共通規則11（2））。（本国官庁は「標

章音訳」についての欠陥による通報に対しては、特段の措置は行わない。） 
   そこで、本国官庁は、「標章音訳」の記載について国際事務局による審

査が行われることを考慮し、出願人に対し便宜を図る観点から、欠落して

いる場合又は明確な誤りがある場合、国際出願の日の確保に影響しない限

度において、その是正を促すこととしたものである。  
   また、「明確な誤り」には、「ラテン文字（ローマ字）以外の文字」を

  音訳の欄に記載されている場合等が当たる。 
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Ａ２．０６ 
 

国際登録出願に係る商標の翻訳についての取扱い 
 
１．国際登録出願人は、国際登録しようとする商標についての翻訳を国際登録

 出願に係る願書第９欄(b)｢Translation of the mark｣(以下「標章の翻訳」とい

 う。）の欄に英語、フランス語若しくはスペイン語又はこれらのうち２以上の

 言語で記載することができる。 
 
２．｢標章の翻訳」の欄の記載は任意であることから、本国官庁は、記載の有無

及びその記載内容の正確性についての確認は行わないものとする。 
 
［説明］ 
（１）議定書において、｢標章の翻訳」の記載は義務となっていないので、任意

記載事項である。記載する場合は、願書様式に従い英語、フランス語若し

くはスペイン語又はこれらのうち２以上の言語で記載することができる。 
 
（２）本国官庁は、当該記載の有無又は記載内容に不備があるとしても、当該

  願書に本国官庁としての証明を行い国際事務局へ送付することとする。 
   「標章の翻訳」について確認しないこととするのは、以下の理由による。 
 

① 国際事務局は、｢標章の翻訳」についての記載の欠落又はその内容の正

確性について確認することはしないこと 
②「標章の翻訳」は本国官庁の証明事項ではないこと 
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Ａ２．０７ 

 

国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い 

（商標法第５条第４項で規定する商標の詳細な説明を除く） 
 

１．基礎登録又は基礎出願に係る願書に商標についての記述がある場合であっ

て、国際登録出願にもその記述を含めるときは、それと同一の内容が国際登

録出願の願書（ＭＭ２）第９欄(ｅ)(ｉ)｢Description of the mark contained in t

he basic application or basic registration, where applicable｣(基礎出願又は基礎

登録の標章の記述）（以下「標章の記述欄」という。）に記載されていなけ

ればならない。 

 例えば、基礎登録又は基礎出願に係る願書に、商標について商第５条第６

項（※）ただし書きの適用を受けようとする旨を記載した説明書の提出がさ

れている場合には、その内容が標章の記述欄に文章をもって記載されていな

ければならない。 

 

  【記載例】 商標記載欄が白色の場合 

       「商標中××××の部分は、白色である。」と記載する。 

 

（※）平成８年改正前の商標法に基づく出願に係る登録又は出願は商第５

条第３項となり、平成２６年改正前の商標法に基づく出願に係る登録又

は出願は商第５条第４項となる。以下同じ。 

 

２．基礎登録又は基礎出願における次のような事項は、標章の記述欄に記載す

ることはできない。 

 ・商第３条第２項の規定が適用されていること 

 ・商標採択の趣旨についての説明 

 ・分割又は変更出願に係る商標であること 

・早期審査案件とされた出願又はその申請のある出願に係る商標であること 

なお、基礎登録又は基礎出願において商標の構成態様についての説明がさ

れている場合は、原則として、標章の記述欄に記載する必要はないが、記載

がされているときは、その記載の内容が同一であることの確認を行うことと

する。 

 

３．標章の記述欄の記載は、本国官庁が基礎登録又は基礎出願における記載と

同一の内容となっていることについての証明をしなければならないため、本

国官庁はその同一性を確認し、同一とは認められないときは、出願人に対し

訂正した願書に差し替えることを促すこととする。 
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［説明］ 

（１）標章の記述欄に記載がある場合には、基礎登録又は基礎出願に記載され

ている商標についての記載と同一の内容が国際登録出願の願書にも記載さ

れていなければならない。 

 例えば、基礎登録又は基礎出願において商第５条第６項ただし書の規定の

適用を受けようとするときは、願書に添付した説明書に「商標法第５条第

６項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標

を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明ら

かにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載することとな

っている。 

しかし、標章の記述欄は“国際登録出願の言語”で記載することとなっ

ていることから、基礎登録又は基礎出願に係る願書に「商標法第５条第６

項ただし書の適用」についての説明があったときは、商標記載欄と同一の

色彩を付してある範囲及びその色彩（商標記載欄と同一の色彩）を文章に

よって簡潔明瞭に記載する必要がある。 

記載例としては、商標記載欄が「白色」の場合には、｢商標中××××の

部分は、白色である。｣旨を英語で記載するのが適当である。 

なお、商第５条第６項ただし書きの規定に基づく説明は、商標の構成要

素に関わる記述であることから、願書第８欄「COLOR(S)CLAIMED」（色

彩に係る主張）に記載するよりも、標章の記述欄に記載するのが適切であ

る。 

 

（２）標章の記述欄には、 

       i) 願書の様式に提示されている種類やカテゴリー（立体商標、団体・

証明・保証商標、標準文字）は含まない 

      ii) 商標の使用又は著名性に関する陳述のような記述は含まない 

  となっているので、例えば、基礎登録又は基礎出願における上記i)及びii)

のような事項並びに下記①から④のような事項については、標章の記述欄

に記載できないものとする。 

① 商第３条第２項の規定が適用され使用による識別性が認められた登録

商標、又は商第３条第２項の規定が適用されるべきである旨を主張して

いる出願における商標であること 

② 商標採択の趣旨についての説明 

③ 分割又は変更出願に係る商標であること 

④ 早期審査案件とされた出願又はその申請のある出願に係る商標である

 こと 

 なお、標章の記述欄には、基礎登録又は基礎出願において記載されてい

る事項であって、商標の構成態様に関する事項又は商標の権利に直接関わ

る事項（願書の他の欄に記載することとなっている事項を除く。）について
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記載するものと解されることから、商標の構成態様についての説明がされ

ている場合は、原則として、標章の記述欄に記載する必要はないが、記載

されていたとしても欠陥あるものとはせず、その記載の同一についての確

認を行い、同一と認められるときは、当該記載を認めることとする。 

   

 

  【備考】 

＜明治４２年又は大正１０年商標法に基づく着色限定されている登録商標

を基礎とする場合の標章の記述欄の記載について＞ 

 着色限定についての記載がある登録について、その色彩についての記載

が願書第８欄に加え、標章の記述欄にも記載されていた場合は、前記（２）

のなお書きと同様に取り扱うこととする。 

 

＜防護標章について＞ 

 商標法上、防護標章登録又は防護標章登録出願を基礎として国際登録出

願ができることとなっているが、その旨の記載がなくても標章の記述欄に

ついての同一は認めることとする。 

 これは、次の理由による。つまり、防護標章制度は、その保護を求める

商品又は役務についてその標章を使用することとなっていないことから、

基礎登録又は基礎出願が防護標章であった場合、指定国によっては防護標

章であることをもって、使用する商標についての国際登録とは認められず、

その保護が認められない場合もあり得ることから、上記のとおり取り扱う

こととする。 

 

（３）本国官庁は、確認の結果、記載すべき事項が欠落しているとき又は同一

  の記載とは認められないときは、出願人に対し同一の記載となるように願

  書を差し替えるよう促すこととする。 
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Ａ２．０８ 

 

国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張に

ついての取扱い（商標法第５条第４項で規定する商標

の詳細な説明について） 

 

１．動き商標、ホログラム商標、立体商標、色彩のみからなる商標、音商標又

は位置商標を基礎登録又は基礎出願として国際登録出願を行う場合は、原則

として、商標の詳細な説明（立体商標及び音商標については記載がある場合

のみ）と同一の内容が国際登録出願の願書（ＭＭ２）第９欄(ｅ) (ｉ)｢Descri

ption of the mark contained in the basic application or basic registration, where 

applicable｣(基礎出願又は基礎登録の標章の記述）（以下「標章の記述欄」と

いう。）に記載されていなければならない。  

  ただし、色彩のみからなる商標について、商標登録の査定がなされた商標

を基礎とする国際登録出願については、その基礎出願又は基礎登録は、標章

の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第

9規則(5)(d)(V)に言及された「標章の識別性ある特徴として色彩が主張されて

いるとき」に該当することから、原則として、国際登録出願の願書（ＭＭ２）

第８欄の「COLOR(S)CLAIMED（色彩に係る主張）」（以下「色彩に係る主

張欄」という。）に記載されていなければならない。なお、出願人が望む場

合には、色彩に係る主張欄に記載した上で、標章の記述欄に記載することは

できる。 

 

２．基礎登録又は基礎出願における次のような事項は、標章の記述欄に記載す

ることはできない。 

 ・商第３条第２項の規定が適用されていること 

 ・商標採択の趣旨についての説明 

 ・分割又は変更出願に係る商標であること 

・早期審査案件とされた出願又はその申請のある出願に係る商標であること 

 

３．標章の記述欄及び色彩に係る主張欄の記載は、本国官庁が基礎登録又は基

礎出願における記載との同一の内容となっていることについての証明をしな

ければならないため、本国官庁はその同一性を確認し、同一とは認められな

いときは、出願人に対し訂正した願書に差し替えることを促すこととする。 
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Ａ３．０１ 

 

国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い 

 

１．国際登録出願の願書第１０欄｢GOODS AND SERVICES｣（以下「商品

及び役務」という。）に記載できる商品又は役務は、基礎登録の商標原簿（現

に有効に存続しているものに限る。）に、又は基礎出願の願書（補正されて

いる場合は補正後のものとする。）に記載されている指定商品又は指定役務

と同一若しくはその範囲に含まれているものに限られることから、本国官庁

は、当該国際登録出願に係る商品又は役務についてその確認を行う。 

 

２．国際登録出願に係る商品又は役務については、基礎登録又は基礎出願にお

 ける指定商品又は指定役務と実質的に同一又はその指定商品若しくは指定役

 務に含まれるものと認められるときは、その商品又は役務は同一のものと認

 定することとする。 

  また、その国際登録出願に係る商品又は役務の表示上、商品又は役務が重

 複している場合であっても同様に認定することとする。 

 

３．国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する認定において当該基礎登

 録又は基礎出願の指定商品又は指定役務が包括表示であるような場合の認定

 は、その基礎登録又は基礎出願の出願時に効力を有する「商品（及び役務）

 の区分」に従って行うものとする。 

 

４．国際登録出願に係る商品又は役務の記載について、例えば以下の不備があ

 り商品又は役務について同一と認定できないときは、本国官庁は当該願書を

 差し替えるよう促すこととする。 

・基礎登録又は基礎出願の指定商品又は指定役務と比べその内容を変更又

 は拡大している場合 

・商品又は役務の記載が不明確な表示である場合 

  なお、出願を基礎とする場合、「商品及び役務」の記載内容が、基礎出願

の指定商品又は指定役務の表示と同一と認定される翻訳で記載されていると

きは、原則として、同一と認定することとする。 

 

※ 国際商標登録出願審査室は、本取扱いについて、国際意匠・商標出願室か

ら要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、国際意匠・商標出願

室が処理することとする。 
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［説明］ 

（１）「商品及び役務」に記載できる商品又は役務は、基礎登録又は基礎出願

における商標原簿若しくは願書に記載されているものと同一である場合又

はその指定商品若しくは指定役務に含まれている場合に限られることから、

本国官庁は、国際登録出願における願書の記載が基礎登録又は基礎出願に

係る指定商品又は指定役務の記載と同一又はその指定商品若しくは指定役

務に含まれるものであるかを確認することとする。 

 

（２ａ）国際登録出願として願書に記載できる商品又は役務は、国際登録出願

  の証明をする時における以下の指定商品又は指定役務と実質的に同一又は

  その範囲に実質的に含まれている商品若しくは役務に限られる。 

 ① 基礎となるものが登録である場合には、当該登録に係る商標原簿に

 登録され、現に商標権として有効に存続している指定商品又は指定役

 務 

 ② 基礎となるものが出願である場合には、当該出願における願書に記

 載されている指定商品又は指定役務（補正されている場合は補正後の

 指定商品又は指定役務） 

※ 基礎出願の担当審査室は、当該指定商品又は指定役務の補正をして

いる手続補正書が有効なものとして取り扱われるかについて、国際意

匠・商標出願室から要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、

国際意匠・商標出願室が処理することとする。 

 

（２ｂ）「商品及び役務」と基礎登録又は基礎出願の指定商品又は指定役務と

の同一についての確認をする場合、以下のとおり取り扱うこととする。 

①  国際登録出願に係る願書に記載されている商品又は役務（英語）

と基礎登録又は基礎出願の指定商品又は指定役務（日本語）との対

応が「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表

アルファベット順一覧表」に掲載されているものであるときは、同

一であるものとして取り扱う。 

    ② 上記の①に該当しないものは、以下の事項を満たす英語訳であると

    きには、同一であるものとして認定することができる。 

ａ．区分及び商品・役務の類似群が考慮された英語訳であること 

ｂ．「類似商品・役務審査基準」に掲載の商品・役務の表示中には、

包括表示に包含される単品表示であって、その概念を表示してい

ないものも存在するため、必要に応じて、商品の場合は材料、用

途、機能、形状等を、役務の場合は用途、効能、提供場所、提供

内容等の要素をもって、その内容・範囲が把握できる英語訳であ

ること 

ｃ．日本や東洋に特有の商品であって、該当する英語が存在しないも

のについては、「商品・サービス国際分類表アルファベット順一
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覧表」に掲載されている日本や東洋に特有の商品の英語表記に倣

った英語訳であること 

 なお、必ずしも原語表記に拘泥せず、商品・役務の実態が分かりや 

すいことを優先させてもよいこととする。 

 

（２ｃ）国際登録出願に係る願書に記載されている各商品又は役務が、基礎登

  録又は基礎出願の指定商品又は指定役務と同一又はその範囲に含まれると

  きは、その国際登録出願における商品又は役務の表示上、商品又は役務が

  重複して記載されている場合であっても、その出願の商品又は役務の記載

  に不備があるものとはしないこととする。 

 この取扱いは、国際事務局が、指定されている商品又は役務の表示が重

複して記載されている場合であっても、当該記載を欠陥があるものとは取

り扱わないことを考慮したものである。 

 

 ＜商品又は役務の表示が重複している例＞ 

    cl.９ Television receivers; telecommunication machines and apparatus． 

   （第９類 テレビジョン受信機，電気通信機械器具） 

    cl.20 Furniture; dining tables． 

     (第20類 家具，食卓） 

 

（３）基礎登録又は基礎出願に係る指定商品又は指定役務が包括表示であるよ

  うな場合における標記の認定は、その基礎登録又は基礎出願の出願時に効

  力を有する「商品及び役務の区分」に従いその内容を判断することを確認

  的に述べたものである。 

 

（４）｢商品及び役務」の記載が基礎登録又は基礎出願の指定商品又は指定役

務と比べその内容を変更又は拡大している場合や商品又は役務の記載が不

明確な表示であることから同一と認められない場合等、その記載に不備が

あるときは、当該願書の差し替えを認め、出願人に対し、是正することを

促すこととする。 

   なお、出願を基礎とする場合、「商品及び役務」の記載が、基礎出願の

指定商品又は指定役務の表示と実質的に同一と認定される翻訳により記載

されているときは、その内容及び範囲が不明確であるか否かにかかわらず、

その記載に不備があるものとはしないこととする。 

   また、基礎の出願について不明確な指定商品又は指定役務を明確にする

  補正が、本国官庁による国際登録出願の記載事項と基礎登録又は基礎出願

  の記載事項とが一致していることを証明する時までにされたときは、その

  補正後の指定商品又は指定役務と対比し同一の判断をすることとする。 
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Ａ３．０２ 
 

国際登録出願に係る類の記載に関する取扱い 
 
１．国際登録出願に係る願書第１０欄「GOODS AND SERVICES」（商品及  

び役務）の「Class」（以下「類」という。）は、当該国際登録出願の出願時

に有効な国際分類に従って記載する。 
 
２．本国官庁は、以下の場合に該当するときは、国際登録出願の日（国際登録

 の日）に影響を及ぼさないことを考慮して、出願人に訂正した願書に差し替

 えを促すことができることとする。 
  ① 類の番号が記載されていない場合 
  ② 出願時に有効な国際分類による区分に従っていない場合 
  ③ 国際分類の区分の類順に記載されていない場合 
  ただし、③の不備のみの場合には、訂正を促すことはしないこととする。 
 
［説明］ 
（１）国際登録出願に係る商品又は役務は、国際分類（ニース協定）による区

  分に従っていなければ、国際事務局はその国際登録出願について欠陥の通

  報をすることとしているので、通常、願書には、出願時に有効な国際分類

  に従って商品又は役務を記載することとなる。 
 基礎登録又は基礎出願が平成４年３月３１日以前の出願に係る指定商品

の表示は、日本独自の分類に従った区分に基づいていることから、国際登

録出願の願書には、その指定商品を国際分類に従って記載されていなけれ

ばならない（参考資料としては、「商標権の指定商品の書換のための書換

ガイドライン」がある。）。 
 

 【備考】 
   当該国際登録出願に適用される国際分類は、本国官庁が当該国際登録出

願を受領した時に有効な国際分類の版によることとなっているので、国際

分類の改正が施行されることが明らかな場合は、その時期を考慮して記載

する必要がある。 
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（２）「類」の記載については、本国官庁の証明事項ではないが、出願人の手

  続上の便宜を図る観点から、出願人に対しその不備を訂正した願書に差し 
    替えを促すことができることとする。 
   ① 類の番号が付されていない場合 
   ② 国際分類の類に従い区分されていない場合 
    ③ 国際分類の区分の類順に記載されていない場合 
    ただし、③の不備のみの場合には、訂正を促すことはしないこととする。 
   この取扱いは、国際分類の区分が類順に記載されていないときは、国際 
    事務局が職権で是正することとしているので、その不備のみの場合は、出 
    願人に対し訂正を促す必要はないためである。 

 
    また、本国官庁は、上記に掲げる不備の訂正を出願人に対し促す場合、

  国際登録出願の日（国際登録の日）に影響を及ぼさないことを前提として 
    行うこととし、最終的にその不備が是正されないとしても願書を国際事務 
    局に送付することとする。 
 
※ 国際商標登録出願審査室は、本取扱いについて、国際意匠・商標出願室か

ら要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、国際意匠・商標出

願室が処理することとする。 
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Ａ３．０３ 

 

国際登録出願に係る商品及び役務の記載に関して 

国際事務局から欠陥の通報があった場合の取扱い 

 

国際事務局は、国際登録出願に係る商品及び役務の分類又は表示に関し、不

備があると判断した場合は、商品及び役務の分類欠陥通報又は表示欠陥通報（以

下「分類・表示欠陥」という。）を本国官庁及び出願人に対し送付する（共通

規則１２及び１３）。 

出願人が「分類・表示欠陥」に対して意見を述べることを希望する場合は、

「分類・表示欠陥」の通報日から３月以内に本国官庁経由で国際事務局に意見

書又は是正提案書を提出することができる。 

その場合の手続は、原則として、以下のとおりとする。 

 

１．本国官庁は、出願人が「分類・表示欠陥」に対して意見を述べることを

希望する場合は、通報日から３０日以内に本国官庁に意見書又は是正提案書

を提出するよう求めることとする。 

 

２．意見書又は是正提案書に係る分類、商品又は役務の記載について、基礎

登録又は基礎出願における指定商品又は指定役務と同一若しくはその範囲に

含まれているものと認定できないときは、本国官庁は、当該意見書又は是正

提案書を差し替えるよう出願人に促すこととする。 

 

３．意見書又は是正提案書に係る分類、商品又は役務の記載について、基礎

登録又は基礎出願における指定商品又は指定役務と同一若しくはその範囲に

含まれているものと認定できるときは、本国官庁は、当該意見書又は是正提

案書を国際事務局に送付することとする。 

 

※ 国際商標登録出願審査室は、上記２．及び３．の認定に係る判断について 

国際意匠・商標出願室から要請を受けた場合、協議により処理することとする。 

 

［説明］ 

・国際事務局から料金不足について指摘があった場合の支払いは、出願人が、

直接国際事務局に対して不足金額を納付することとする。 
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Ａ８．０１ 
 

基礎登録又は基礎出願に係る 
指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が 

消滅した場合における国際事務局への通報について 
 
 本国官庁は、基礎登録又は基礎出願について議定書第６条(3)の規定に関連

する事実及び決定があったときは、その旨を国際事務局に通報する（議定書６

条(4)）。（いわゆる「セントラルアタック」としての効果を生じることとなる。） 
 セントラルアタックの対象となる基礎登録又は基礎出願における事実と国際

事務局への通報時期は、別紙のとおりとなる。 
 
［説明］ 
（１）議定書では、第６条(3)の実施のため同条(4)で、本国官庁は、(3)の規

定に基づく事実及び決定があったときは、国際事務局に通報することを規

定している。 
 その通報は、当該「国際登録の番号」、「名義人の氏名又は名称」、「基

礎登録又は基礎出願に影響を与える事実及びその決定、更にその事実及び

決定が有効となった日付」等を共通規則22(1)(a)に従って行うこととな

る。 
 
（２）本国において保護を受けなくなった場合には、本国官庁は、共通規則

22(1)(a)に基づいて、以下のとおり、国際事務局に対し通報する。 
    i）国際登録の日から５年の期間が満了する前に、基礎登録又は基礎出

願に係る指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が削除され、それ

が確定したときは通報する。 
   ii）国際登録の日から５年の期間の満了前に議定書第６条(3)(i)ないし

 (iii)の手続が開始された場合であって、５年の期間の満了前に最終

決定に至らなかった場合は、その事実を５年の期間経過するときに通

報する。 
  iii）上記ii)に該当する場合、５年の期間満了後、最終決定に至ったとき

は、その旨を通報する。 
   iv）出願人又は商標権者等によって上記iii)に該当する手続の対象とな

っている基礎登録又は基礎出願について取り下げられ又は放棄され

た場合には、iii)の場合と同様に通報する。 
 
（３）セントラルアタックの対象となる基礎登録又は基礎出願の事実と国際事

務局への通報時期は、別紙のとおりとなる。 
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※ 国際商標登録出願審査室は、上記（２）について、国際意匠・商標出願室

から要請を受けた場合、協議に応じ、その結果に基づき、国際意匠・商標出

願室が処理することとする。 
 
＜参考＞ 

   ｢基礎登録又は基礎出願の消滅について｣ 
   議定書第６条(3)では、国際登録の日から５年の期間の満了前に、基礎出願が拒

絶、取り下げ放棄等によって消滅したことが確定したとき、又は基礎登録（基  
礎出願となっているものが登録されたものを含む。）が取消、無効の決定、放棄、

権利期間の満了等によって当該商標権が消滅したことが確定したときは、当該消 
滅した指定商品又は指定役務の範囲について国際登録を主張することができないと

規定している。 
   この規定は、基礎登録又は基礎出願に対する国際登録の従属性、すなわち、本

国において保護を受けなくなった場合には国際登録による保護を主張することがで

きないこととなる、いわゆる「セントラルアタック」による効果を規定している

ものである。 
  また、同規定によると、国際登録の日から５年の期間の満了前に、基礎登録又

は基礎出願において、国際登録の日から５年の期間の前に基礎出願、基礎登録の

効果を争う等の手続である、 
    (i）基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立て 
    (ii）基礎出願の取り下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基

礎登録の抹消、取消若しくは無効を求める申立て 
   (iii）基礎出願に対する異議の申立て 

が開始され、５年の期間の満了後に保護の効果を失わせる確定的な決定が行われ 
た場合であっても国際登録の効果は失われることとなっている。 

  さらに、上記(i)ないし(iii)の手続中に基礎出願、基礎登録が出願人により自

発的に取り下げられ又は放棄された場合も同様国際登録の効果は失われることと

なっている。 
ただし、国際登録の名義人の変更は、従属の効果には影響しない。 
※ 上記(i)ないし(iii)に掲げる手続を５年の期間の満了後に最終決定される

 場合も含めたのは、その手続が長期化し５年以内に保護の効果が失われる

 こととならなかったことにより、国際登録の効果が従属して失われること

 を免れることを認めないものであり、また、権利者自身がその基礎登録又

 は基礎出願を取り下げ又は放棄した場合もセントラルアタックの対象にし

 ているのも同趣旨によるものである。 
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基礎登録又は基礎出願における対象となる事実と 

国際事務局への通報時期について 

                                                                                        

対象となる事実 国際事務局への通報時期   

 ５年以内の通報 ５年経過後の通報 

出願に係る指定商品又は指
定役務の範囲を減縮する補
正 
 
※分割出願に伴う減縮補正
又は誤記の訂正若しくは記
載を明確にするための補正
は含まない。 

〇減縮する補正に係る出願の登録査定
（登録審決）の確定が５年以内にあった
ときは通報する。 

  

 

 

 

 

 

 

登録料納付と同時に提出さ
れる区分単位の減縮補正 

〇提出された補正書に基づき設定登録が 
５年以内にあったときは通報する。 

  
 

拒絶する旨の査定 ○拒絶査定の確定が５年以内にあったと
きは通報する。 

  
 

拒絶査定に対する不服審判
の請求(44条) 

〇審判請求又は登録異議の申立てが５年
以内になされた場合であって、 
 ①指定商品又は指定役務が減縮補正さ
れた出願の登録審決、出願を拒絶する審
決又は登録を無効にする(取消す)旨の審
決（決定）の確定が５年以内にあったと
きは通報する。 
又は、 
 ②出願を拒絶する又は登録を無効にす
る(取消す）旨の審決(決定）の確定が５
年以内にされないときは、５年の期間経
過後、すみやかに審判請求（登録異議の
申立て）があった旨を通報する。 

○左記②の場合において､
当該審判の請求（登録異
議の申立て）に対する審
決（決定）が確定したと
きは、通報する。 
 なお、係争中に当該審
判請求の取り下げ、当該
出願の取り下げもしくは
指定商品又は指定役務を
減縮する補正又は当該登
録の放棄があったときに
は、その内容が通報に含
まれる。 

 
 
 

無効審判の請求 
(46条 ,68条 4項 ,8年附則 8

条 ,同9条 ) 

 
 
 
 

取消審判の請求 
(50条 ,51条 ,52条の 2,53条 , 

53条の2) 

 
 
 
 

登録異議の申立て   (43条
の2,68条4項) 

 
 

存続期間満了による商標権
の消滅（更新がされなかっ
た登録） 

〇存続期間の満了により当該商標権の消
滅（更新がされなかった）が５年以内に
あったときは通報する。 
 なお、更新されないことの確定は、存
続期間満了後１年(倍額納付の期間＋故
意によらない場合における更新登録の申
請期間)となるが、存続期間の満了の日が
５年以内であったときは、確定後、通報
する。 

  
 
 
 
 
 
 
 

登録料の分割納付によって
前半の期間経過後権利が消
滅 

〇後期分の登録料の納付がないことによ
る商標権の消滅が５年以内にあったとき
は通報する。 

  
 
 

出願手続の却下 〇出願手続の却下の確定が５年以内にさ
れたときは通報する。 

  
 

出願の取下げ、放棄 
※みなし取り下げを除く。 

〇出願の取下げ又は放棄が５年以内にさ
れたときは通報する。 

  
 

 

【別 紙】 
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補正却下後の新出願により
取り下げられたものとみな
された出願 

〇補正却下後の新出願として認められた
ときは、その原出願（基礎出願となって
いる）が取り下げられたものとみなされ
る日が５年以内のときは通報する。 

  

商標権の放棄（一部放棄を
含む。） 

〇商標権について放棄がされたことの商
標原簿への登録が５年以内にされたとき
は通報する。 

  
 

 
防護標章登録の消滅 
（66条) 

〇防護標章登録に基づく権利の消滅が５
年以内にあったときは通報する。 

  
 
 

相続人の不存在等による商 
標権の消滅 

〇商標権において商標権者の相続人がな
いこと等により商標権の消滅が５年以内
にあったときは通報する。 

  

 

 

 

 

 



 

Ａ８．０２ 
 

基礎登録又は基礎出願の分割があった場合の 
国際事務局への通報について 

 
１．基礎出願について分割があった場合、分割出願について商標法第５条の２

 で規定する出願の出願日の認定がされ、同第１０条に規定する出願の分割の

 要件を満たしていることが確認されたとき、本国官庁は国際事務局へ通報す

 ることとする。 
 
２．基礎登録について分割（移転を伴うものも含む。）があった場合、商標原

 簿において登録の分割が登録されたとき、本国官庁は国際事務局へ通報する

 こととする。 
 
［説明］ 
   国際登録は、基礎登録又は基礎出願に基づき認められたもので、国際登

  録の日から５年の期間内に、その基礎登録又は基礎出願が二以上の登録又

  は出願に分割された場合は、その旨を国際事務局に通報すれば、その国際

  登録は維持できることとなっている(共通規則２３)。 
   基礎登録又は基礎出願が分割されたときは、基礎登録又は基礎出願は原

  登録と分割登録又は原出願と分割出願となり、その事実を国際事務局に通

  報することにより、その分割された複数の基礎登録又は基礎出願の事実が

  国際登録簿に記録され、その国際登録は維持されることとなる。 
   したがって、基礎登録又は基礎出願が分割されたときは、すみやかに以

  下の事項について国際事務局に通報することとする。 
 
 ＜通報内容＞ 

  (i) 国際登録の番号(国際登録が効力を生じていないときは基礎登
  録又は基礎出願の番号) 
 (ii) 名義人又は出願人の氏名又は名称 
(iii) 各出願の番号 
※ これらの通報事項は、商標法第５条の２で規定する出願の日の認定

 する要件に含まれるものである。 
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平成２８年９月２３日に指定された標準文字一覧 

 

（ＳＰ） 、 。 ， ． ・ ！ ゝ  ゞ  々  ー ― ～ ‘ ’ （ ） 〔 〕 ［ ］ 「 」 

＋ － ％ ＆ ＠  

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し 

じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の 

は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 

ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ 

Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ ｐ ｑ ｒ ｓ 

ｔ ｕ ｖ ｗ ｘ ｙ ｚ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ 

ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ 

ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ 

ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ 

ヶ 
 

 

亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 

宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 鞍 杏 以 伊 位 依 偉 

囲 夷 委 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 

井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 引 飲 淫 

胤 蔭 院 陰 隠 韻 吋 右 宇 烏 羽 迂 雨 卯 鵜 窺 丑 碓 臼 渦 嘘 唄 欝 

蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 云 運 雲 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 

瑛 盈 穎 頴 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 

延 怨 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 於 汚 甥 凹 

央 奥 往 応 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 

牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 下 化 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡 科 

暇 果 架 歌 河 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 迦 過 

霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 

悔 恢 懐 戒 拐 改 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 

害 崖 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓 拡 

撹 格 核 殻 獲 確 穫 覚 角 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額 顎 掛 笠 樫 
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橿 梶 鰍 潟 割 喝 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 

蒲 釜 鎌 噛 鴨 栢 茅 萱 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 勘 勧 巻 喚 堪 姦 

完 官 寛 干 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 

看 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館 舘 丸 

含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 贋 雁 頑 顔 願 企 伎 危 喜 器 基 奇 嬉 寄 岐 

希 幾 忌 揮 机 旗 既 期 棋 棄 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 紀 徽 規 記 

貴 起 軌 輝 飢 騎 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戯 技 擬 欺 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 

掬 菊 鞠 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 

宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 巨 拒 拠 

挙 渠 虚 許 距 鋸 漁 禦 魚 亨 享 京 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 卿 叫 

喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興 蕎 郷 鏡 響 饗 

驚 仰 凝 尭 暁 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 

筋 緊 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 九 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈 駒 

具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂 

栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 郡 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 

形 径 恵 慶 慧 憩 掲 携 敬 景 桂 渓 畦 稽 系 経 継 繋 罫 茎 荊 蛍 計 

詣 警 軽 頚 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 

件 倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 捲 検 権 牽 犬 献 研 硯 

絹 県 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃 

舷 言 諺 限 乎 個 古 呼 固 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴 股 胡 

菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 伍 午 呉 吾 娯 後 御 悟 梧 檎 瑚 碁 語 

誤 護 醐 乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 効 勾 厚 口 向 后 喉 坑 垢 好 

孔 孝 宏 工 巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 

構 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏 航 荒 

行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 砿 鋼 閤 降 項 香 高 鴻 剛 劫 号 合 壕 拷 濠 

豪 轟 麹 克 刻 告 国 穀 酷 鵠 黒 獄 漉 腰 甑 忽 惚 骨 狛 込 此 頃 今 

困 坤 墾 婚 恨 懇 昏 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 魂 些 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 

沙 瑳 砂 詐 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済 

災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪 堺 榊 肴 

咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 咋 搾 昨 朔 柵 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷 察 

拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 
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珊 産 算 纂 蚕 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残 仕 仔 伺 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 

姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯 施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 

紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 

時 次 滋 治 爾 璽 痔 磁 示 而 耳 自 蒔 辞 汐 鹿 式 識 鴫 竺 軸 宍 雫 

七 叱 執 失 嫉 室 悉 湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝 屡 蕊 縞 舎 写 射 

捨 赦 斜 煮 社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 

弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 

囚 収 周 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 襲 讐 蹴 輯 

週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十 従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 

縮 粛 塾 熟 出 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 

純 巡 遵 醇 順 処 初 所 暑 曙 渚 庶 緒 署 書 薯 藷 諸 助 叙 女 序 徐 

恕 鋤 除 傷 償 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨 妾 娼 宵 将 小 少 尚 庄 床 

廠 彰 承 抄 招 掌 捷 昇 昌 昭 晶 松 梢 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 

省 硝 礁 祥 称 章 笑 粧 紹 肖 菖 蒋 蕉 衝 裳 訟 証 詔 詳 象 賞 醤 鉦 

鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 

蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 

娠 寝 審 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診 

身 辛 進 針 震 人 仁 刃 塵 壬 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭 笥 諏 須 酢 図 

厨 逗 吹 垂 帥 推 水 炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 

趨 雛 据 杉 椙 菅 頗 雀 裾 澄 摺 寸 世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 

政 整 星 晴 棲 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 西 誠 誓 請 逝 醒 青 静 

斉 税 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 

摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 栓 栴 

泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 

銑 閃 鮮 前 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 狙 疏 疎 礎 

祖 租 粗 素 組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 双 叢 倉 喪 壮 奏 爽 宋 層 匝 惣 

想 捜 掃 挿 掻 操 早 曹 巣 槍 槽 漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 草 荘 

葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗 霜 騒 像 増 憎 臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息 捉 

束 測 足 速 俗 属 賊 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 太 汰 

詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐 岱 帯 待 怠 態 戴 替 

泰 滞 胎 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 
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宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁 諾 茸 凧 蛸 只 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 

辿 棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 単 嘆 坦 担 探 旦 歎 淡 湛 炭 短 端 箪 綻 耽 

胆 蛋 誕 鍛 団 壇 弾 断 暖 檀 段 男 談 値 知 地 弛 恥 智 池 痴 稚 置 

致 蜘 遅 馳 築 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 

虫 衷 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 帖 帳 庁 弔 張 彫 

徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 

直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 漬 柘 辻 

蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 

底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 邸 鄭 釘 鼎 

泥 摘 擢 敵 滴 的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 轍 迭 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 

甜 貼 転 顛 点 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 賭 

途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 

投 搭 東 桃 梼 棟 盗 淘 湯 涛 灯 燈 当 痘 祷 等 答 筒 糖 統 到 董 蕩 

藤 討 謄 豆 踏 逃 透 鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導 憧 撞 洞 瞳 童 胴 

萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 

苫 寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍 奈 那 内 乍 凪 薙 謎 灘 

捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 軟 難 汝 二 尼 弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入 

如 尿 韮 任 妊 忍 認 濡 禰 祢 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚 燃 粘 乃 廼 之 

埜 嚢 悩 濃 納 能 脳 膿 農 覗 蚤 巴 把 播 覇 杷 波 派 琶 破 婆 罵 芭 

馬 俳 廃 拝 排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配 倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠 

陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 

駁 麦 函 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 罰 抜 筏 

閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 犯 班 畔 繁 般 

藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮 匪 卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 

披 斐 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被 誹 費 避 非 飛 樋 簸 備 尾 微 枇 

毘 琵 眉 美 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 

百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 蛭 鰭 品 

彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻 敏 瓶 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布 府 怖 扶 敷 斧 普 

浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 武 舞 葡 蕪 部 封 楓 風 葺 

蕗 伏 副 復 幅 服 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 仏 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 

焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 丙 併 兵 塀 幣 平 弊 柄 並 蔽 閉 陛 米 頁 僻 
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壁 癖 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変 片 篇 編 辺 返 遍 便 勉 娩 弁 鞭 保 舗 鋪 

圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 

峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 法 泡 烹 砲 縫 胞 芳 萌 蓬 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 

飽 鳳 鵬 乏 亡 傍 剖 坊 妨 帽 忘 忙 房 暴 望 某 棒 冒 紡 肪 膨 謀 貌 

貿 鉾 防 吠 頬 北 僕 卜 墨 撲 朴 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 

凡 盆 摩 磨 魔 麻 埋 妹 昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾 鱒 桝 亦 俣 又 

抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満 漫 蔓 味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 

脈 妙 粍 民 眠 務 夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘 冥 名 命 明 盟 迷 銘 鳴 

姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麺 摸 模 茂 妄 孟 毛 猛 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙 

目 杢 勿 餅 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 役 

約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒 諭 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 

揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕 予 余 与 誉 輿 預 

傭 幼 妖 容 庸 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 

遥 陽 養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀 羅 螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 乱 

卵 嵐 欄 濫 藍 蘭 覧 利 吏 履 李 梨 理 璃 痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 

葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚 両 凌 寮 

料 梁 涼 猟 療 瞭 稜 糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫 厘 林 淋 燐 琳 臨 

輪 隣 鱗 麟 瑠 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 

麗 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 

賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 肋 

録 論 倭 和 話 歪 賄 脇 惑 枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾 碗 腕 

 

弌 丐 丕 个 丱 丶 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅 豫 亊 舒 弍 于 亞 亟 亠 亢 亰 

亳 亶 从 仍 仄 仆 仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 估 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 

佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 

倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 傀 傚 傅 

傴 傲 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 儡 儺 

儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 竸 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 冑 冓 冕 冖 

冤 冦 冢 冩 冪 冫 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 几 處 凩 凭 凰 凵 凾 刄 

刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劒 

剱 劈 劑 辨 辧 劬 劭 劼 劵 勁 勍 勗 勞 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈 
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甸 匍 匐 匏 匕 匚 匣 匯 匱 匳 匸 區 卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞 卩 卮 夘 卻 

卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 厰 厶 參 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 呀 听 

吭 吼 吮 吶 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 

咸 咥 咬 哄 哈 咨 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 

啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃 喩 

喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗔 嘔 嗷 嘖 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 噐 營 嘴 嘶 嘲 嘸 

噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 

囓 囗 囮 囹 圀 囿 圄 圉 圈 國 圍 圓 團 圖 嗇 圜 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 

坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 

塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 墟 墫 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑 壗 壙 

壘 壥 壜 壤 壟 壯 壺 壹 壻 壼 壽 夂 夊 夐 夛 梦 夥 夬 夭 夲 夸 夾 竒 

奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奧 奬 奩 奸 妁 妝 佞 侫 妣 妲 姆 姨 姜 妍 姙 姚 

娥 娟 娑 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾 嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 

嫖 嫺 嫻 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅 孀 孑 孕 孚 孛 孥 孩 孰 孳 孵 

學 斈 孺 宀 它 宦 宸 寃 寇 寉 寔 寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰 寶 寳 尅 將 

專 對 尓 尠 尢 尨 尸 尹 屁 屆 屎 屓 屐 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 

妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕 崗 嵜 崟 崛 崑 

崔 崢 崚 崙 崘 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 

巉 巍 巓 巒 巖 巛 巫 已 巵 帋 帚 帙 帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔 幟 

幢 幤 幇 幵 并 幺 麼 广 庠 廁 廂 廈 廐 廏 廖 廣 廝 廚 廛 廢 廡 廨 廩 

廬 廱 廳 廰 廴 廸 廾 弃 弉 彝 彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌 彎 弯 彑 

彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘 徠 徨 徭 徼 忖 忻 

忤 忸 忱 忝 悳 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 怕 怫 怦 怏 怺 恚 恁 恪 恷 

恟 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 悁 悍 惧 悃 悚 悄 悛 悖 悗 悒 悧 悋 

惡 悸 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍 愕 愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 愡 惻 惱 愍 

愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬 愴 愽 慂 慄 慳 慷 慘 慙 慚 慫 慴 慯 慥 慱 

慟 慝 慓 慵 憙 憖 憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 懊 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 

罹 懍 懦 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戍 戌 戔 戛 戞 戡 截 戮 戰 

戲 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 

拿 拆 擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 捍 搜 

捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 掉 掟 掵 捫 捩 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 揄 搖 
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搴 搆 搓 搦 搶 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 據 擒 擅 

擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攅 攤 

攣 攫 攴 攵 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘 敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫 

斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 旙 无 旡 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶 昴 昜 晏 晄 

晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨 晟 晢 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 曁 暹 曉 暾 暼 曄 

暸 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰 曵 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿 朶 杁 朸 朷 杆 

杞 杠 杙 杣 杤 枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 

柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 

梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 棡 椌 

棍 棔 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥 棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楹 楷 楜 楸 

楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽 楙 椰 楡 楞 楝 榁 楪 榲 榮 槐 榿 槁 槓 榾 槎 寨 

槊 槝 榻 槃 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂 樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 

槭 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲 樶 橸 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 檐 檍 檠 

檄 檢 檣 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘖 櫺 欒 欖 

鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃 歉 歐 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 

殘 殕 殞 殤 殪 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟 毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 

气 氛 氤 氣 汞 汕 汢 汪 沂 沍 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 

泅 泝 沮 沱 沾 沺 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洫 洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓 

浤 浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊 涵 淇 淦 涸 淆 淬 淞 淌 淨 淒 淅 淺 

淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 渮 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 滿 

渝 游 溂 溪 溘 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 

滾 漿 滲 漱 滯 漲 滌 漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯 潛 濳 潭 澂 潼 潘 澎 

澑 濂 潦 澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬 濔 濘 濱 濮 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁 

瀏 濾 瀛 瀚 潴 瀝 瀘 瀟 瀰 瀾 瀲 灑 灣 炙 炒 炯 烱 炬 炸 炳 炮 烟 烋 

烝 烙 焉 烽 焜 焙 煥 煕 熈 煦 煢 煌 煖 煬 熏 燻 熄 熕 熨 熬 燗 熹 熾 

燒 燉 燔 燎 燠 燬 燧 燵 燼 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 

牆 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 

狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻 獺 

珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢 琅 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 瑙 瑁 瑜 瑩 瑰 

瑣 瑪 瑶 瑾 璋 璞 璧 瓊 瓏 瓔 珱 瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 瓷 甄 甃 

甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚 畩 畤 畧 畫 畭 畸 
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當 疆 疇 畴 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 

痙 痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 瘰 瘻 

癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨 癩 癪 癧 癬 癰 癲 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 

皓 皙 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻 眈 眇 眄 眩 

眤 眞 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 

瞹 瞿 瞼 瞽 瞻 矇 矍 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 

碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬 磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 

礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿 禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秧 

秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穡 穢 穩 龝 穰 穹 

穽 窈 窗 窕 窘 窖 窩 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃 竇 竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 

竡 竢 竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笶 筐 筺 笄 筍 笋 筌 筅 

筵 筥 筴 筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 箏 筝 箙 篋 篁 篌 篏 

箴 篆 篝 篩 簑 簔 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簧 簪 簟 簷 簫 

簽 籌 籃 籔 籏 籀 籐 籘 籟 籤 籖 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 

粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯 糲 糴 糶 糺 紆 紂 紜 紕 紊 

絅 絋 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣 經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 

綣 綵 緇 綽 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 綰 緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣 縡 

縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻 縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞 繙 繚 繹 繪 

繩 繼 繻 纃 緕 繽 辮 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖 纎 纛 纜 缸 缺 罅 罌 

罍 罎 罐 网 罕 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈 羇 羌 羔 羞 羝 羚 

羣 羯 羲 羹 羮 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡 翦 翩 翳 翹 飜 耆 耄 耋 耒 

耘 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聚 聟 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽 聿 肄 

肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋 

隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤 膣 腟 膓 膩 

膰 膵 膾 膸 膽 臀 臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟 臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 

舅 與 舊 舍 舐 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 艝 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 艱 

艷 艸 艾 芍 芒 芫 芟 芻 芬 苡 苣 苟 苒 苴 苳 苺 莓 范 苻 苹 苞 茆 苜 

茉 苙 茵 茴 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茫 茗 茘 莅 莚 莪 莟 莢 莖 茣 莎 

莇 莊 荼 莵 荳 荵 莠 莉 莨 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 菷 萇 菠 菲 萍 

萢 萠 莽 萸 蔆 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 蒂 葩 葆 萬 葯 葹 萵 蓊 

葢 蒹 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 
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蕀 蕣 蕘 蕈 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊 薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐 

藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 虍 乕 虔 

號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 

蛯 蜒 蜆 蜈 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 

蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 

蟆 螻 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒 蠑 蠖 蠕 蠢 蠡 蠱 蠶 蠹 蠧 蠻 衄 

衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁 衾 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 袍 袤 袰 袿 

袱 裃 裄 裔 裘 裙 裝 裹 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊 褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 

襄 褻 褶 褸 襌 褝 襠 襞 襦 襤 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃 覈 覊 覓 覘 覡 覩 

覦 覬 覯 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 訃 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 

詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 

諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷 諞 諛 謌 謇 謚 諡 謖 謐 謗 謠 謳 鞫 謦 謫 謾 

謨 譁 譌 譏 譎 證 譖 譛 譚 譫 譟 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 

谺 豁 谿 豈 豌 豎 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貎 貔 豼 貘 戝 貭 

貪 貽 貲 貳 貮 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺 賻 贄 贅 贊 贇 贏 贍 贐 齎 贓 

賍 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 跟 跣 跼 

踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪 蹣 蹕 

蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆 躱 躾 軅 軈 軋 

軛 軣 軼 軻 軫 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 

轌 轉 轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 逅 

迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸 遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘 

遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 鄒 

鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯 醪 醵 醴 醺 釀 釁 

釉 釋 釐 釖 釟 釡 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 

鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 

鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 

鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 鑷 鑽 鑚 鑼 

鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 閔 閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 

闕 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 陝 陟 陦 陲 陬 

隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 雎 雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 

霆 霈 霓 霎 霑 霏 霖 霙 霤 霪 霰 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠 靤 靦 
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靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 

韜 韭 齏 韲 竟 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頽 顆 顏 顋 顫 顯 顰 顱 顴 顳 

颪 颯 颱 颶 飄 飃 飆 飩 飫 餃 餉 餒 餔 餘 餡 餝 餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 

饂 饉 饅 饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 

駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷 驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 

驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 髱 髷 髻 

鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 魎 魑 魘 魴 鮓 

鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 

鯰 鰕 鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 

鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 

鵈 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶫 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鶸 鶺 鷆 

鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭 鷯 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 麕 麑 麝 

麥 麩 麸 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 黠 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 

黼 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 齔 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 齪 齷 齲 齶 

龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤 凜 熙 
 

なお、一商標の標準文字として使用できる文字数は３０字以内とし、一文字分の空

白（スペース）は連続して用いることはできない。 

 

【備考】 

一覧表中「（ＳＰ）」とあるのは、１文字分の空白（スペース）を示す。 
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平成９年２月２４日に指定（平成１５年及び平成１６年に文字追加）された標準文字一覧 

 

（ＳＰ） 、 。 ， ． ・ ！ ゝ ゞ 々 ー ― ～ ‘ ’ （ ） 〔 〕 ［ ］ 「 」 

＋ － ％ ＆ ＠  

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し 

じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の 

は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 

ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ 

Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ ｐ ｑ ｒ ｓ 

ｔ ｕ ｖ ｗ ｘ ｙ ｚ ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ 

ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ 

ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ 

ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ 

ヶ 
 

 

亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 

宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 鞍 杏 以 伊 位 依 偉 

囲 夷 委 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 移 維 緯 胃 萎 衣 謂 違 遺 医 

井 亥 域 育 郁 磯 一 壱 溢 逸 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 引 飲 淫 

胤 蔭 院 陰 隠 韻 吋 右 宇 烏 羽 迂 雨 卯 鵜 窺 丑 碓 臼 渦 嘘 唄 欝 

蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閏 噂 云 運 雲 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 

瑛 盈 穎 頴 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 

延 怨 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 於 汚 甥 凹 

央 奥 往 応 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 

牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 下 化 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 家 寡 科 

暇 果 架 歌 河 火 珂 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 蝦 課 嘩 貨 迦 過 

霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 

悔 恢 懐 戒 拐 改 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 

害 崖 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 馨 蛙 垣 柿 蛎 鈎 劃 嚇 各 廓 拡 

撹 格 核 殻 獲 確 穫 覚 角 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額 顎 掛 笠 樫 
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橿 梶 鰍 潟 割 喝 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 轄 且 鰹 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 

蒲 釜 鎌 噛 鴨 栢 茅 萱 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 勘 勧 巻 喚 堪 姦 

完 官 寛 干 幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 

看 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館 舘 丸 

含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 贋 雁 頑 顔 願 企 伎 危 喜 器 基 奇 嬉 寄 岐 

希 幾 忌 揮 机 旗 既 期 棋 棄 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 紀 徽 規 記 

貴 起 軌 輝 飢 騎 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戯 技 擬 欺 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 

掬 菊 鞠 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 

宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 巨 拒 拠 

挙 渠 虚 許 距 鋸 漁 禦 魚 亨 享 京 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 卿 叫 

喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興 蕎 郷 鏡 響 饗 

驚 仰 凝 尭 暁 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 

筋 緊 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 九 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈 駒 

具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂 

栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 郡 卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 

形 径 恵 慶 慧 憩 掲 携 敬 景 桂 渓 畦 稽 系 経 継 繋 罫 茎 荊 蛍 計 

詣 警 軽 頚 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 

件 倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 捲 検 権 牽 犬 献 研 硯 

絹 県 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃 

舷 言 諺 限 乎 個 古 呼 固 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴 股 胡 

菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 伍 午 呉 吾 娯 後 御 悟 梧 檎 瑚 碁 語 

誤 護 醐 乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 効 勾 厚 口 向 后 喉 坑 垢 好 

孔 孝 宏 工 巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 

構 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏 航 荒 

行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 砿 鋼 閤 降 項 香 高 鴻 剛 劫 号 合 壕 拷 濠 

豪 轟 麹 克 刻 告 国 穀 酷 鵠 黒 獄 漉 腰 甑 忽 惚 骨 狛 込 此 頃 今 

困 坤 墾 婚 恨 懇 昏 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 魂 些 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 

沙 瑳 砂 詐 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済 

災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪 堺 榊 肴 

咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 咋 搾 昨 朔 柵 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷 察 

拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 
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珊 産 算 纂 蚕 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残 仕 仔 伺 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 

姉 姿 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯 施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 

紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 

時 次 滋 治 爾 璽 痔 磁 示 而 耳 自 蒔 辞 汐 鹿 式 識 鴫 竺 軸 宍 雫 

七 叱 執 失 嫉 室 悉 湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝 屡 蕊 縞 舎 写 射 

捨 赦 斜 煮 社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 

弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 

囚 収 周 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 襲 讐 蹴 輯 

週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十 従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 

縮 粛 塾 熟 出 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 

純 巡 遵 醇 順 処 初 所 暑 曙 渚 庶 緒 署 書 薯 藷 諸 助 叙 女 序 徐 

恕 鋤 除 傷 償 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨 妾 娼 宵 将 小 少 尚 庄 床 

廠 彰 承 抄 招 掌 捷 昇 昌 昭 晶 松 梢 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 

省 硝 礁 祥 称 章 笑 粧 紹 肖 菖 蒋 蕉 衝 裳 訟 証 詔 詳 象 賞 醤 鉦 

鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 

蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 

娠 寝 審 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診 

身 辛 進 針 震 人 仁 刃 塵 壬 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭 笥 諏 須 酢 図 

厨 逗 吹 垂 帥 推 水 炊 睡 粋 翠 衰 遂 酔 錐 錘 随 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 

趨 雛 据 杉 椙 菅 頗 雀 裾 澄 摺 寸 世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 

政 整 星 晴 棲 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 西 誠 誓 請 逝 醒 青 静 

斉 税 脆 隻 席 惜 戚 斥 昔 析 石 積 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 

摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 栓 栴 

泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 

銑 閃 鮮 前 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 狙 疏 疎 礎 

祖 租 粗 素 組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 双 叢 倉 喪 壮 奏 爽 宋 層 匝 惣 

想 捜 掃 挿 掻 操 早 曹 巣 槍 槽 漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 草 荘 

葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗 霜 騒 像 増 憎 臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息 捉 

束 測 足 速 俗 属 賊 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 太 汰 

詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐 岱 帯 待 怠 態 戴 替 

泰 滞 胎 腿 苔 袋 貸 退 逮 隊 黛 鯛 代 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 
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宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁 諾 茸 凧 蛸 只 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 

辿 棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 単 嘆 坦 担 探 旦 歎 淡 湛 炭 短 端 箪 綻 耽 

胆 蛋 誕 鍛 団 壇 弾 断 暖 檀 段 男 談 値 知 地 弛 恥 智 池 痴 稚 置 

致 蜘 遅 馳 築 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 

虫 衷 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 帖 帳 庁 弔 張 彫 

徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 

直 朕 沈 珍 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 漬 柘 辻 

蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 

底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 邸 鄭 釘 鼎 

泥 摘 擢 敵 滴 的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 轍 迭 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 

甜 貼 転 顛 点 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 賭 

途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 

投 搭 東 桃 梼 棟 盗 淘 湯 涛 灯 燈 当 痘 祷 等 答 筒 糖 統 到 董 蕩 

藤 討 謄 豆 踏 逃 透 鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導 憧 撞 洞 瞳 童 胴 

萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 

苫 寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍 奈 那 内 乍 凪 薙 謎 灘 

捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南 楠 軟 難 汝 二 尼 弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入 

如 尿 韮 任 妊 忍 認 濡 禰 祢 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚 燃 粘 乃 廼 之 

埜 嚢 悩 濃 納 能 脳 膿 農 覗 蚤 巴 把 播 覇 杷 波 派 琶 破 婆 罵 芭 

馬 俳 廃 拝 排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配 倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠 

陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 

駁 麦 函 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 罰 抜 筏 

閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 犯 班 畔 繁 般 

藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮 匪 卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 

披 斐 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被 誹 費 避 非 飛 樋 簸 備 尾 微 枇 

毘 琵 眉 美 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 

百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 蛭 鰭 品 

彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻 敏 瓶 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布 府 怖 扶 敷 斧 普 

浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 武 舞 葡 蕪 部 封 楓 風 葺 

蕗 伏 副 復 幅 服 福 腹 複 覆 淵 弗 払 沸 仏 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 

焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 丙 併 兵 塀 幣 平 弊 柄 並 蔽 閉 陛 米 頁 僻 
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壁 癖 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変 片 篇 編 辺 返 遍 便 勉 娩 弁 鞭 保 舗 鋪 

圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 

峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 法 泡 烹 砲 縫 胞 芳 萌 蓬 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 

飽 鳳 鵬 乏 亡 傍 剖 坊 妨 帽 忘 忙 房 暴 望 某 棒 冒 紡 肪 膨 謀 貌 

貿 鉾 防 吠 頬 北 僕 卜 墨 撲 朴 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 

凡 盆 摩 磨 魔 麻 埋 妹 昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾 鱒 桝 亦 俣 又 

抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満 漫 蔓 味 未 魅 巳 箕 岬 密 蜜 湊 蓑 稔 

脈 妙 粍 民 眠 務 夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘 冥 名 命 明 盟 迷 銘 鳴 

姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麺 摸 模 茂 妄 孟 毛 猛 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙 

目 杢 勿 餅 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 役 

約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒 諭 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 

揖 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕 予 余 与 誉 輿 預 

傭 幼 妖 容 庸 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 

遥 陽 養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀 羅 螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 乱 

卵 嵐 欄 濫 藍 蘭 覧 利 吏 履 李 梨 理 璃 痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 

葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚 両 凌 寮 

料 梁 涼 猟 療 瞭 稜 糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫 厘 林 淋 燐 琳 臨 

輪 隣 鱗 麟 瑠 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 

麗 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 

賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 肋 

録 論 倭 和 話 歪 賄 脇 惑 枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾 碗 腕 

 

弌 丐 丕 个 丱 丶 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅 豫 亊 舒 弍 于 亞 亟 亠 亢 亰 

亳 亶 从 仍 仄 仆 仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 估 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 

佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 

倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 傀 傚 傅 

傴 傲 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 儡 儺 

儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 竸 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 冑 冓 冕 冖 

冤 冦 冢 冩 冪 冫 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 几 處 凩 凭 凰 凵 凾 刄 

刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劒 

剱 劈 劑 辨 辧 劬 劭 劼 劵 勁 勍 勗 勞 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈 
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甸 匍 匐 匏 匕 匚 匣 匯 匱 匳 匸 區 卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞 卩 卮 夘 卻 

卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 厰 厶 參 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 呀 听 

吭 吼 吮 吶 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 

咸 咥 咬 哄 哈 咨 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 

啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃 喩 

喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗔 嘔 嗷 嘖 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 噐 營 嘴 嘶 嘲 嘸 

噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 

囓 囗 囮 囹 圀 囿 圄 圉 圈 國 圍 圓 團 圖 嗇 圜 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 

坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 

塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 墟 墫 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑 壗 壙 

壘 壥 壜 壤 壟 壯 壺 壹 壻 壼 壽 夂 夊 夐 夛 梦 夥 夬 夭 夲 夸 夾 竒 

奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奧 奬 奩 奸 妁 妝 佞 侫 妣 妲 姆 姨 姜 妍 姙 姚 

娥 娟 娑 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾 嫋 嫂 媽 嫣 嫗 嫦 嫩 
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鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯 醪 醵 醴 醺 釀 釁 

釉 釋 釐 釖 釟 釡 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 

鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 

鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 鏖 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 

鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 鑷 鑽 鑚 鑼 

鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 閔 閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 

闕 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 陝 陟 陦 陲 陬 

隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 雎 雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 

霆 霈 霓 霎 霑 霏 霖 霙 霤 霪 霰 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠 靤 靦 
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靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 

韜 韭 齏 韲 竟 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頽 顆 顏 顋 顫 顯 顰 顱 顴 顳 

颪 颯 颱 颶 飄 飃 飆 飩 飫 餃 餉 餒 餔 餘 餡 餝 餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 

饂 饉 饅 饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 

駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷 驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 

驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 髱 髷 髻 

鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 魎 魑 魘 魴 鮓 

鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 

鯰 鰕 鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 

鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 

鵈 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶫 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 鶸 鶺 鷆 

鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭 鷯 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 麕 麑 麝 

麥 麩 麸 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 黠 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 

黼 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 齔 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 齪 齷 齲 齶 

龕 龜 龠 堯 槇 遙 瑤 凜 熙 
 

なお、一商標の標準文字として使用できる文字数は３０字以内とし、一文字分の空

白（スペース）は連続して用いることはできない。 

 

【備考】 

一覧表中「（ＳＰ）」とあるのは、１文字分の空白（スペース）を示す。 

 



 巻末資料２－１ 

 

 
 
【平成 7(1995）.6.23 発行の特許庁公報（公示号）】 

 

商標法第 4 条第 1 項第 17 号に規定する世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留

酒の産地を表示する標章について 

 

上記の件について、次に掲げる「原産地名称の保護及びその国際登録に関するリ

スボン協定」(1958 年)第 5 条(1)の規定により国際登録されているぶどう酒又は蒸留酒

の原産地名称については、国際登録が取り消された場合その他特段の理由がある場

合を除き、平成 7 年 7 月 1 日から施行する商標法第 4 条第 1 項第 17 号に規定する

世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章であって当該

産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止さ

れているものに該当するものとして取り扱うので、公表する。 

 

（公示号におけるリストは省略）



 巻末資料２－１ 

 

（説明）巻末資料２－２について 

 

１．作成趣旨について 

 特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）による商標法の改正で

は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（ＷＴＯ）」の付属書ＩＣ「知的所有権の

貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定）」においてぶどう酒及び蒸留酒の地理

的表示の追加的保護が規定されたことに対応して、第 4 条第 1 項第 17 号が新設さ

れた。 

 本資料は、この第 4 条第 1 項第 17 号に関する審査資料として、｢原産地名称の保

護及び国際登録に関するリスボン協定｣に基づき国際登録された原産地名称のうち、

WTO の加盟国にもなっているリスボン協定の同盟国のぶどう酒又は蒸留酒に係る原

産地名称を抽出しリストにしたものである。 

 リスボン協定は、わが国が加盟している条約ではないが、同協定の下では、同盟国

の原産地名称が当事国の管轄官庁の要求に基づきWIPO によって国際登録されるこ

ととなっており、国際登録された原産地名称は各同盟国によって保護されることとな

る。このリスボン協定では、原産地名称が｢国、地方又は土地の地理上の名称であっ

て、生産物の品質及び特徴が自然的要因及び人的要因を含む地理上の環境に専ら

又は本質的に由来する生産物についてその国、地方、又は土地から生ずる生産物を

表示するために用いるもの(第 2 条(1)の仮訳)｣と定義され、原産国での保護を各同盟

国による保護の条件としている。 

 このため、リスボン協定の原産地名称は、｢ある商品に関し、その確立した品質、社

会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合にお

いて、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とする

ものであることを特定する表示(TRIPS協定第22条1)｣と定義される地理的表示に含ま

れ得るものと考えることができるとともに、原産国での保護が条件とされている点にお

いても、加盟国は原産国において保護されていない地理的表示を保護する義務をこ

の協定に基づいて負わない旨の TRIPS 協定の規定に合致するものと思われる。 

 そこで、リスボン協定に基づき国際登録された原産地名称のうち、WTO の加盟国に

もなっているリスボン協定の同盟国のぶどう酒又は蒸留酒に係る原産地名称をリスト

アップし、これを商標法第 4 条第 1 項第 17 号の審査資料にすることとしたものである。 

 ただし、本資料は、商標法第 4 条第 1 項第 17 号の適用の対象となり得ると考えられ

る外国のぶどう酒又は蒸留酒の産地表示の一例を示すにとどまるものであって、第 4

条第 1 項第 17 号の適用がここに掲げた産地表示の範囲に限定されるわけではない。 

 したがって、異議申立て又は他の資料により、｢世界貿易機関の加盟国のぶどう酒

若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の

地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されている

もの｣であると認めることができるものならば、たとえ本資料に掲載されていなくとも、そ

れに基づき第 4 条第 1 項第 17 号を適用することができる。 

 

２．各掲載事項について 
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 本資料に掲載した国際登録された原産地名称に関する情報は、リスボン協定の公

報 で あ る ｢ LES  APPELLATIONS  D'ORIGINE ｣ に 掲 載 さ れ た ｢ No d' 

enregistrement(登録番号)｣、及び｢Appellation d'origine(原産地名称)｣、並びに

｢Produit(製品)｣、｢Aire de production(産地)｣を訳したものを、登録番号順に、登録番

号、原産地名称、製品、産地として掲載している。 

 しかし、リスボン協定に基づく原産地名称の国際登録については、登録後に、原産

地名称を含めた各事項が修正されたり、国際登録自体が抹消される場合もあるので、

本資料を利用するに当たっては、この点を十分に留意されたい。 

 また、原産地名称については、原産地名称の翻訳と認められる場合には、第 4 条第

1 項第 17 号を適用すべきこととなるので、この点についても十分に留意されたい。 

 なお、上記各事項の訳は、本資料作成者による仮訳であるから、実際に商標法第 4

条第 1 項第 17 号を適用する場合には、原文も参照されたい。 

 

３．参考 

 国際登録された原産地名称に関する情報は、世界知的所有権機関（WIPO）のホー

ムページにおいて、検索が可能となっているほか、リスボン協定の公報である「LES 

APPELLATIONS D'ORIGINE｣(PDF)も閲覧が可能となっている。 

 

Search Appellations of origin (Lisbon Express) (検索用) 

 http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp  

Bulletin Appellations of Origin （公報） 

http://www.wipo.int/lisbon/en/bulletin/  
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登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

45
TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej
oblasti

ぶどう酒 スロバキア スロバキア東部のトカイ地区

46
TRENČIANSKÁ BOROVIČKA
"JUNIPERIERS"- TRENČ
INDISTILLERY

蒸留酒 スロバキア 西スロバキア、トレンチーン地方

76 ALSACE ぶどう酒 フランス オー・ラン県内およびバー・ラン県内の限定地域

77 BARSAC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

78 BLAYE ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

80 BORDEAUX ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

86 BORDEAUX SUPÉRIEUR ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

88 BOURG ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

89 BOURGEAIS ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

90 CÔTES DE BOURG ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

91 CÉRONS ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

93
Côtes de Bordeaux-Saint-
Macaire

ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

95 CANON FRONSAC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

97 ENTRE-DEUX-MERS ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

99 GRAVES ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

100 GRAVES SUPÉRIEURES ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

101 GRAVES DE VAYRES ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

102 HAUT-MÉDOC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

103 Lalande-de-Pomerol ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

105 LOUPIAC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

106 Lussac Saint-Emilion ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

107 MARGAUX ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

108 MÉDOC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

109 Montagne-Saint-Emilion ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

110 MOULIS ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

111 Moulis-en-Médoc ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

114 PAUILLAC ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

115 POMEROL ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

117
PREMIÈRES CÔTES DE
BORDEAUX

ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

120 Puisseguin Saint-Emilion ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

122 Sainte-Croix-du-Mont ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

123 Saint-Emilion ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

124 SAINT-ESTÈPHE ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

126 Saint-Georges-Saint-Emilion ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

127 SAINT-JULIEN ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

128 SAUTERNES ぶどう酒 フランス ジロンド県内の限定地域

129 ALOXE-CORTON ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

130 AUXEY-DURESSES ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

ＷＴＯ加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

131 Bâtard-Montrachet ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

132 BEAUJOLAIS ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内およびローヌ県内の限定地域

135 BEAUNE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

136
Bienvenues-Bâtard-
Montrachet

ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

137 BLAGNY ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

138 Bonnes-Mares ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

139 BOURGOGNE ぶどう酒 フランス
コート・ドール県内、ヨンヌ県内、ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域、ローヌ県のウ゛ィルフラン
シュ・シュールーソーヌ郡

140 BOURGOGNE ALIGOTÉ ぶどう酒 フランス
コート・ドール県内、ヨンヌ県内、ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域、ローヌ県のウ゛ィルフラン
シュ・シュールーソーヌ郡

143
BOURGOGNE PASSE-TOUT-
GRAINS

ぶどう酒 フランス
コート・ドール県内、ヨンヌ県内、ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域、ローヌ県のウ゛ィルフラン
シュ・シュールーソーヌ郡

153 BOURGOGNE MOUSSEUX ぶどう酒 フランス
コート・ドール県内の限定地域、ヨンヌ県内、ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域、ローヌ県の
ウ゛ィルフランシュ・シュール・ソーヌ郡

154 BROUILLY ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

155 CHABLIS ぶどう酒 フランス ヨンヌ県内の限定地域

156 CHABLIS GRAND CRU ぶどう酒 フランス ヨンヌ県内の限定地域

157 CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

158 Chambertin-Clos de Bèze ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

159 Chambolle-Musigny ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

160 CHAPELLE-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

161 CHARLEMAGNE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

162 CHARMES-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

163 CHASSAGNE-MONTRACHET ぶどう酒 フランス コート・ドール県、ソーヌ・エ・ロワール県

165 Chénas ぶどう酒 フランス ローヌ県およびソーヌ・エ・ロワール県

166 CHEVALIER-MONTRACHET ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

167 CHIROUBLES ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

168 Chorey-lès-Beaune ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

169 CLOS DE LA ROCHE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

170 CLOS DE TART ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

171 CLOS DE VOUGEOT ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

172 CLOS SAINT-DENIS ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

173 CORTON ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

174 CORTON CHARLEMAGNE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

175 Côte de Beaune ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

176 Côte de Beaune-Villages ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

177 Côte de Brouilly ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

178 Côte de Nuits-Villages ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

180 Criots-Bâtard-Montrachet ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

182 Echezeaux ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

183 FIXIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

184 FLEURIE ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

185 GEVREY-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

186 GIVRY ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域
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187 Grands-Echezeaux ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

188 Griotte-Chambertin ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

189 JULIÉNAS ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

191 LA TÂCHE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

192 LATRICIÈRES-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

193 MÂCON ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

196 MAZIS-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

197 MAZOYÈRES-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

198 MERCUREY ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

199 MEURSAULT ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

200 MONTAGNY ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

201 MONTHÉLIE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

202 MONTRACHET ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

203 MOREY-SAINT-DENIS ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

204 MORGON ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

205 Moulin-à-Vent ぶどう酒 フランス ローヌ県およびソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

206 MUSIGNY ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

208 NUITS-SAINT-GEORGES ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

209 PERNAND-VERGELESSES ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

210 PETIT CHABLIS ぶどう酒 フランス ヨンヌ県内の限定地域

211 POMMARD ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

212 POUILLY-FUISSÉ ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

213 POUILLY-LOCHÉ ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

214 POUILLY-VINZELLES ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

215 PULIGNY-MONTRACHET ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

216 RICHEBOURG ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

217 LA ROMANÉE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

218 Romanée-Conti ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

219 ROMANÉE-SAINT-VIVANT ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

220 RUCHOTTES-CHAMBERTIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

221 RULLY ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

222 SAINT-AMOUR ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

223 SAINT-AUBIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

224 SAINT-ROMAIN ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

226 SANTENAY ぶどう酒 フランス コート・ドール県およびソーヌ・エ・ロワール県

227 Savigny-lès-Beaune ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

228 VOLNAY ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

229 VOSNE-ROMANÉE ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

230 VOUGEOT ぶどう酒 フランス コート・ドール県内の限定地域

231 CHAMPAGNE ぶどう酒 フランス エーヌ県、オート・マルヌ県、マルヌ県、オーブ県、セーヌ・エ・マルヌ県
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232 ROSÉ DES RICEYS ぶどう酒 フランス オーブ県内の限定地域

233 ARBOIS ぶどう酒 フランス ジュラ県内の限定地域

234 BANDOL ぶどう酒 フランス ウ゛ァール県内の限定地域

235 BELLET ぶどう酒 フランス アルプ・マリティム県の限定地域

236 CASSIS ぶどう酒 フランス ブーシュ・　デュ・ローヌ県の限定地域

237 Château-Chalon ぶどう酒 フランス ジュラ県内の限定地域

238 CHÂTEAU-GRILLET ぶどう酒 フランス ロワール県内の限定地域

239 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ぶどう酒 フランス ウ゛ォークリューズ県の限定地域

240 CLAIRETTE DE BELLEGARDE ぶどう酒 フランス ガール県内の限定地域

241 CLAIRETTE DE DIE
ぶどう酒及び発
泡性ぶどう酒

フランス ドローム県内の限定地域

242 CLAIRETTE DU LANGUEDOC ぶどう酒 フランス エロー県内の限定地域

243 CONDRIEU ぶどう酒 フランス ロワール県、ローヌ県、アルデッシュ県

244 CORNAS ぶどう酒 フランス アルデッシュ県内の限定地域

245 CÔTES DU JURA

白、赤、ロゼ、グ
リの各ぶどう
酒、黄ぶどう
酒、わらぶどう
酒（ストローワイ
ン）、発泡性ぶど
う酒

フランス ジュラ県内の限定地域

246 CÔTES DU RHÔNE ぶどう酒 フランス アルデッシュ県、ドローム県、ガール県、ロワール県、ローヌ県、ヴォークリューズ県

247 CÔTE RÔTIE ぶどう酒 フランス ローヌ県内の限定地域

249 CROZES-HERMITAGE ぶどう酒 フランス ドローム県内の限定地域

250 HERMITAGE ぶどう酒 フランス ドローム県内の限定地域

251 L'Etoile ぶどう酒 フランス ジュラ県内の限定地域

252 LIRAC ぶどう酒 フランス ガール県内の限定地域

253 PALETTE ぶどう酒 フランス ブーシュ・デュ・ローヌ県内の限定地域

254 SAINT-JOSEPH ぶどう酒 フランス アルデッシュ県およびロワール県

255 SAINT-PÉRAY ぶどう酒 フランス アルデッシュ県内の限定地域

257 SEYSSEL ぶどう酒 フランス オート・サウ゛ォワ県およびアン県内の限定地域

259 TAVEL ぶどう酒 フランス ガール県内の限定地域

260 ANJOU ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ドゥー・セーウ゛ル県、ウ゛ィエンヌ県内の限定地域

261 ROSÉ D'ANJOU ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ドゥー・セーウ゛ル県、ウ゛ィエンヌ県内の限定地域

265 CABERNET D'ANJOU ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ドゥー・セーウ゛ル県、ウ゛ィエンヌ県内の限定地域

266 Anjou-Coteaux de la Loire ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

267 BONNEZEAUX ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

268 BOURGUEIL ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県内の限定地域

269 CHINON ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県内の限定地域

270 COTEAUX DE L'AUBANCE ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

271 COTEAUX DU LAYON ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

272 COTEAUX DU LOIR ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県およびサルト県内の限定地域

273 COTEAUX DE SAUMUR ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ドゥ・セーヴル県、ヴィエンヌ県

274 JASNIÈRES ぶどう酒 フランス サルト県内の限定地域

275 MENETOU-SALON ぶどう酒 フランス シェール県内の限定地域
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279 MUSCADET ぶどう酒 フランス ロワール・アトランティック県、メーヌ・エ・ロワール県、ウ゛ァンデ県内の限定地域

280
MUSCADET DES COTEAUX
DE LA LOIRE

ぶどう酒 フランス ロワール・アトランティック県、メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

281
MUSCADET DE SÈVRE ET
MAINE

ぶどう酒 フランス ロワール・アトランティック県、メーヌ・エ・ロワール県

282 Pouilly-sur-Loire ぶどう酒 フランス ニエーウ゛ル県内の限定地域

283 Pouilly-Fumé ぶどう酒 フランス ニエーウ゛ル県内の限定地域

284 BLANC FUMÉ DE POUILLY ぶどう酒 フランス ニエーウ゛ル県内の限定地域

285 QUARTS DE CHAUME ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

286 QUINCY ぶどう酒 フランス シェール県内の限定地域

287 REUILLY ぶどう酒 フランス シェール県、アンドル県

288 SANCERRE ぶどう酒 フランス シェール県内の限定地域

289 Saint-Nicolas-de-Bourgueil ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県内の限定地域

290 SAVENNIÈRES ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県内の限定地域

291 SAUMUR ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ドゥー・セーウ゛ル県、ウ゛ィエンヌ県内の限定地域

295 TOURAINE ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県およびロワール・エ・シェール県内の限定地域

298 VOUVRAY ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県内の限定地域

301 BERGERAC ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

306 CÔTES DE DURAS ぶどう酒 フランス ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

307 CÔTES DE MONTRAVEL ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

308 FITOU ぶどう酒 フランス オード県内の限定地域

309 GAILLAC ぶどう酒 フランス タルン県内の限定地域

310 GAILLAC PREMIÈRES CÔTES ぶどう酒 フランス タルン県内の限定地域

312 HAUT-MONTRAVEL ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

313 JURANÇON ぶどう酒 フランス ピレネー・アトランティック県

315 MADIRAN ぶどう酒 フランス ジェル県、オート・ピレネー県、ピレネー・アトランティック県

316 MONBAZILLAC ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

317 MONTRAVEL ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

318 Pacherenc du Vic-Bilh ぶどう酒 フランス ジェル県、オート・ピレネー県、ピレネー・アトランティック県

319 PÉCHARMANT ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

320 ROSETTE ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県内の限定地域

322 BANYULS

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ピレネー・オリエンタル県内の限定地域

323 BANYULS GRAND CRU

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ピレネー・オリエンタル県内の限定地域

326 FRONTIGNAN

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス エロー県内の限定地域

327 MUSCAT DE FRONTIGNAN

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス エロー県内の限定地域

328 GRAND ROUSSILLON

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ピレネー・オリエンタル県、オード県

329 MAURY

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ピレネー・オリエンタル県内の限定地域
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330 Muscat de Beaumes-de-Venise

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ウ゛ォークリューズ県内の限定地域

331 MUSCAT DE LUNEL

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス エロー県内の限定地域

332 MUSCAT DE MIREVAL

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス エロー県内の限定地域

333 MUSCAT DE RIVESALTES

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス オード県、ピレネー・オリエンタル県

334
Muscat de Saint-Jean-de-
Minervois

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス エロー県内の限定地域

335 PINEAU DES CHARENTES
アルコール強化
ぶどう酒

フランス シャラント県、シャラント・マリティム県、ドルドーニュ県、ドゥー・セーウ゛ル県内の限定地域

337 RASTEAU

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ウ゛ォークリューズ県内の限定地域

338 RIVESALTES

自然甘口ぶどう
酒およびアル
コール強化ぶど
う酒

フランス ピレネー・オリエンタル県内の限定地域

339 ARMAGNAC
グレープ・ブラン
デー

フランス ジェル県、ランド県、ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

340 BAS ARMAGNAC
グレープ・ブラン
デー

フランス ジェル県、ランド県、ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

341 HAUT ARMAGNAC
グレープ・ブラン
デー

フランス ジェル県、ランド県、ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

342 TÉNARÈZE
グレープ・ブラン
デー

フランス ジェル県、ランド県、ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

343 COGNAC
グレープ・ブラン
デー

フランス シャラント県、シャラント・マリティム県、ドルドーニュ県、ドゥー・セーウ゛ル県内の限定地域

344
EAU-DE-VIE DES
CHARENTES

グレープ・ブラン
デー

フランス シャラント県、シャラント・マリティム県、ドルドーニュ県、ドゥー・セーウ゛ル県内の限定地域

345 GRANDE FINE CHAMPAGNE
グレープ・ブラン
デー

フランス シャラント県内の限定地域

346 GRANDE CHAMPAGNE
グレープ・ブラン
デー

フランス シャラント県内の限定地域

347 FINE CHAMPAGNE
グレープ・ブラン
デー

フランス シャラント県およびシャラント・マリティム県内の限定地域

348 CALVADOS DU PAYS D'AUGE

アップル・ブラン
デーもしくは洋
なしブランデー、
シードル・ブラン
デーもしくはペ
リーブランデー

フランス カルウ゛ァドス県、オルヌ県、ウール県内の限定地域

349 CHÂTEAUMEILLANT ぶどう酒 フランス シェール県およびアンドル県内の限定地域

350 COTEAUX D'ANCENIS ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県、ロワール・アトランティック県

351 COTEAUX DU GIENNOIS ぶどう酒 フランス ロワレ県、ニエーヴル県

353
GROS PLANT DU PAYS
NANTAIS

ぶどう酒 フランス ロワール・アトランティック県、メーヌ・エ・ロワール県、ウ゛ァンデ県内の限定地域

357
VIN D'ENTRAYGUES ET DU
FEL

ぶどう酒 フランス アウ゛ェロン県およびカンタル県内の限定地域

358 VIN D'ESTAING ぶどう酒 フランス アウ゛ェイロン県内の限定地域

362 CÔTES DE TOUL ぶどう酒 フランス ムルト・エ・モゼル県内の限定地域

363 VIN DE MOSELLE ぶどう酒 フランス モゼル県内の限定地域

364 CÔTES DU FOREZ ぶどう酒 フランス ロワール県内の限定地域

372 CÔTES DU VIVARAIS ぶどう酒 フランス アルデッシュ県およびガール県内の限定地域

374 CORBIÈRES ぶどう酒 フランス オード県内の限定地域

379 FAUGÈRES ぶどう酒 フランス エロー県内の限定地域

380 MINERVOIS ぶどう酒 フランス オード県、エロー県

386 SAINT-CHINIAN ぶどう酒 フランス エロー県内の限定地域

390 VIN DU BUGEY ぶどう酒 フランス アン県内の限定地域
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391 ROUSSETTE DU BUGEY ぶどう酒 フランス アン県内の限定地域

392 VIN DE SAVOIE
ぶどう酒･発泡
性ぶどう酒･微
発泡性ぶどう酒

フランス エーヌ県、サヴォワ県、オート・サヴォワ県、イゼール県

393 ROUSSETTE DE SAVOIE
ぶどう酒･発泡
性ぶどう酒･微
発泡性ぶどう酒

フランス サウ゛ォワ県、オート・サウ゛ォワ県、イゼール県内の限定地域

395 CÔTES DE PROVENCE ぶどう酒 フランス ウ゛ァール県、ブーシュ・デュ・ローヌ県、アルプ・マリティム県内の限定地域

396 CAHORS ぶどう酒 フランス ロ県内の限定地域

398 CÔTES DU MARMANDAIS ぶどう酒 フランス ロ・エ・ガロンヌ県内の限定地域

401 TURSAN ぶどう酒 フランス ランド県およびジェル県内の限定地域

407 VIN DE LAVILLEDIEU ぶどう酒 フランス タルン・エ・ガロンヌ県内の限定地域

408
COTEAUX D'AIX-EN-
PROVENCE

ぶどう酒 フランス ブーシュ・デュ・ローヌ県、ヴァール県

413 CHÂTILLON-EN-DIOIS ぶどう酒 フランス ドローム県内の限定地域

415 CALVADOS
シードル・ブラン
デー

フランス
カルヴァドス県、マンシュ県、オルヌ県、マイエンヌ県、セーヌ・マリティム県、オワーズ県、ウール
県、サルト県

426
EAU-DE-VIE DE CIDRE DE
BRETAGNE

シードル・ブラン
デー

フランス
モルビアン県、イル・エ・ヴィレーヌ県、フィニステール県、コート・ダルモール県、ロワール・アトラ
ンティック県

428
EAU-DE-VIE DE CIDRE DU
MAINE

シードル・ブラン
デー

フランス
マイエンヌ県、サルト県、メーヌ・エ・ロワール県、アンドル・エ・ロワール県、ロワール・エ・シェー
ル県内の限定地域

430
EAU-DE-VIE DE CIDRE DE
NORMANDIE

シードル・ブラン
デー

フランス
カルウ゛ァドス県、ウール県、マンシュ県、オルヌ県、セーヌ・マリティム県、ウール・エ・ロワール
県、マイエンヌ県、オワーズ県、セーヌ・エ・オワーズ県、サルト県、ソンム県内の限定地域

431
EAU-DE-VIE DE POIRÉ DE
NORMANDIE

ペリー・ブラン
デー

フランス
カルウ゛ァドス県、ウール県、マンシュ県、オルヌ県、セーヌ・マリティム県、ウール・エ・ロワール
県、マイエンヌ県、オワーズ県、セーヌ・エ・オワーズ県、サルト県、ソンム県内の限定地域

432 Marc d'Alsace Gewurztraminer
マール・ブラン
デー

フランス オー・ラン県およびバー・ラン県内の限定地域

434 MARC D'AUVERGNE
マール・ブラン
デー

フランス ピュイ・ドゥ・ドーム県およびオート・ロワール県内の限定地域

435
EAU-DE-VIE DE MARC DE
BOURGOGNE

マール・ブラン
デー

フランス コート・ドール県、ヨンヌ県、ソーヌ・エ・ロワール県、ローヌ県内の限定地域

439
EAU-DE-VIE DE MARC DE
CHAMPAGNE

マール・ブラン
デー

フランス マルヌ県、エーヌ県、オーブ県、セーヌ・エ・マルヌ県内の限定地域

442 EAU-DE-VIE DE FAUGÈRES
グレープ・ブラン
デー

フランス エロー県内の限定地域

445
EAU-DE-VIE DE VIN DE LA
MARNE

グレープ・ブラン
デー

フランス エーヌ県、オーブ県、マルヌ県、オート・マルヌ県、セーヌ・エ・マルヌ県

448 MIRABELLE DE LORRAINE
フルーツ・ブラン
デー

フランス ムールト・エ・モゼル県、モゼル県、ムーズ県、ウ゛ォージュ県内の限定地域

496 PATRIMONIO ぶどう酒 フランス オート・コルス県

499 COTEAUX DU VENDÔMOIS ぶどう酒 フランス ロアール・エ・シェール県内の限定地域

507 FRASCATI ぶどう酒 イタリア ローマ地方の限定区域

508 ROSSO PICENO ぶどう酒 イタリア アスコリ・ピチェノ地方北東部の限定地域

509 Verdicchio dei Castelli di Jesi ぶどう酒 イタリア アンコーナ地方の限定地域

510 COLLIO ぶどう酒 イタリア ゴリジア地方の限定地域

511 ROSSO CONERO ぶどう酒 イタリア アンコーナ地方の限定地域

517 TORGIANO ぶどう酒 イタリア ペルージア地方の限定地域

518 BARDOLINO ぶどう酒 イタリア ウ゛ェローナ地方の限定地域

519 VALPOLICELLA ぶどう酒 イタリア ウ゛ェローナ地方の限定地域

520 RECIOTO DI SOAVE ぶどう酒 イタリア ウ゛ェローナ地方の限定地域

521
RECIOTO DELLA
VALPOLICELLA

ぶどう酒 イタリア ウ゛ェローナ地方の限定地域

522 SOAVE ぶどう酒 イタリア ウ゛ェローナ地方の限定地域

523
GUTTURNIO DEI COLLI
PIACENTINI

ぶどう酒 イタリア ピアチェンテ地方の限定地域

524 SANGIOVESE DI ROMAGNA ぶどう酒 イタリア フォルリ、ラウ゛ェンナおよびボローニア地方の限定地域

525 ALBANA DI ROMAGNA ぶどう酒 イタリア フォルリ、ラウ゛ェンナおよびボローニア地方の限定地域



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

TOKAJ ぶどう酒 ハンガリー

トカイーヘジャリャのぶどう酒醸造地方、すなわちボルショドーアバウイーゼンプレーン県アバウ
イサーントー、ベケチ、ボドログケレスツル、ボドロゴラシ、ボドログセギ、エルデーベーニェ、エル
デーホルヴァチ、ゴロプ、ヘルツェグクト、カーロリファルヴァ、レジェシュベーニェ、マード、メゼー
ゾンボル、モノク、オラスリスカ、オンド、ラートカ、シャーラジャダーニ、シャーロシュパタク、セギ
ロン、セレンチ、タルカル、ターリャ、トカイ、トルチヴァ、ヴァーモシュイファル、ヴェーガルドー各
市町村、およびシャートラリヒャウィヘリ市の限定ぶどう酒醸造地域

TOKAY ぶどう酒 ハンガリー

トカイーヘジャリャのぶどう酒醸造地方、すなわちボルショドーアバウイーゼンプレーン県アバウ
イサーントー、ベケチ、ボドログケレスツル、ボドロゴラシ、ボドログセギ、エルデーベーニェ、エル
デーホルヴァチ、ゴロプ、ヘルツェグクト、カーロリファルヴァ、レジェシュベーニェ、マード、メゼー
ゾンボル、モノク、オラスリスカ、オンド、ラートカ、シャーラジャダーニ、シャーロシュパタク、セギ
ロン、セレンチ、タルカル、ターリャ、トカイ、トルチヴァ、ヴァーモシュイファル、ヴェーガルドー各
市町村、およびシャートラリヒャウィヘリ市の限定ぶどう酒醸造地域

TOKAYER ぶどう酒 ハンガリー

トカイーヘジャリャのぶどう酒醸造地方、すなわちボルショドーアバウイーゼンプレーン県アバウ
イサーントー、ベケチ、ボドログケレスツル、ボドロゴラシ、ボドログセギ、エルデーベーニェ、エル
デーホルヴァチ、ゴロプ、ヘルツェグクト、カーロリファルヴァ、レジェシュベーニェ、マード、メゼー
ゾンボル、モノク、オラスリスカ、オンド、ラートカ、シャーラジャダーニ、シャーロシュパタク、セギ
ロン、セレンチ、タルカル、ターリャ、トカイ、トルチヴァ、ヴァーモシュイファル、ヴェーガルドー各
市町村、およびシャートラリヒャウィヘリ市の限定ぶどう酒醸造地域

528 MÓR ぶどう酒 ハンガリー
モールのぶどう酒醸造地方、すなわちフェイエール県チャークベレーニ、チョーカケー、モール、
プスタウ゛ァーム、およびシェレード各市町村の限定地域

BALATONMELLÉK ぶどう酒 ハンガリー

バラトンのぶどう醸造地方、すなわちバラトネデリチ、バラトンジェレク、バラトンヘニェ、バラトン
セーレーシュ、チェルセグトマイ、ディセル、ジェネシュディアーシュ、ケヴェシュカール、レシェン
ツェファル、レシェンツェイシュトヴァーンド、レシェンツェトマイ、メシュチヘリ、ミンドセントカーラ、
モノシュトラパンチ、ネメシュヴィタ、オーブダヴァール、レジ、シャルフェルド、セントベーカーラ、
センチャカブファ、ティハニ、ヴァールヴェルジ、ヴォニヤルツヴァシュヘジ、ヴェレシュベレーニ、
ザラハラープ各市町村。また、バダチォニおよびバラトンフィレドーチョパクぶどう醸造地方に含ま
れる地域を除くヴェスプレーム県バラトナルマーヂ、バラトンチチォー、デルギチェ、カープタラン
トーチ、ケヴァーゴーエルシュ、モノスロ、ペーチェリ、タポルカ、ヴァーソリおよびザーンカ各市町
村

BALATONMELLÉKI ぶどう酒 ハンガリー

バラトンのぶどう醸造地方、すなわちバラトネデリチ、バラトンジェレク、バラトンヘニェ、バラトン
セーレーシュ、チェルセグトマイ、ディセル、ジェネシュディアーシュ、ケヴェシュカール、レシェン
ツェファル、レシェンツェイシュトヴァーンド、レシェンツェトマイ、メシュチヘリ、ミンドセントカーラ、
モノシュトラパンチ、ネメシュヴィタ、オーブダヴァール、レジ、シャルフェルド、セントベーカーラ、
センチャカブファ、ティハニ、ヴァールヴェルジ、ヴォニヤルツヴァシュヘジ、ヴェレシュベレーニ、
ザラハラープ各市町村。また、バダチォニおよびバラトンフィレドーチョパクぶどう醸造地方に含ま
れる地域を除くヴェスプレーム県バラトナルマーヂ、バラトンチチォー、デルギチェ、カープタラン
トーチ、ケヴァーゴーエルシュ、モノスロ、ペーチェリ、タポルカ、ヴァーソリおよびザーンカ各市町
村

CÔTES DU BALATON ぶどう酒 ハンガリー

バラトンのぶどう醸造地方、すなわちバラトネデリチ、バラトンジェレク、バラトンヘニェ、バラトン
セーレーシュ、チェルセグトマイ、ディセル、ジェネシュディアーシュ、ケヴェシュカール、レシェン
ツェファル、レシェンツェイシュトヴァーンド、レシェンツェトマイ、メシュチヘリ、ミンドセントカーラ、
モノシュトラパンチ、ネメシュヴィタ、オーブダヴァール、レジ、シャルフェルド、セントベーカーラ、
センチャカブファ、ティハニ、ヴァールヴェルジ、ヴォニヤルツヴァシュヘジ、ヴェレシュベレーニ、
ザラハラープ各市町村。また、バダチォニおよびバラトンフィレドーチョパクぶどう醸造地方に含ま
れる地域を除くヴェスプレーム県バラトナルマーヂ、バラトンチチォー、デルギチェ、カープタラン
トーチ、ケヴァーゴーエルシュ、モノスロ、ペーチェリ、タポルカ、ヴァーソリおよびザーンカ各市町
村

SOMLÓ ぶどう酒 ハンガリー
ウ゛ェプレーム県ドバ、ショムローイェネ、シャムローセッレシュ、シャムローウ゛ァーシャールヘリ各
市町村の限定ぶどう酒醸造地方

SOMLÓI ぶどう酒 ハンガリー
ウ゛ェプレーム県ドバ、ショムローイェネ、シャムローセッレシュ、シャムローウ゛ァーシャールヘリ各
市町村の限定ぶどう酒醸造地方

SOMLÓER ぶどう酒 ハンガリー
ウ゛ェプレーム県ドバ、ショムローイェネ、シャムローセッレシュ、シャムローウ゛ァーシャールヘリ各
市町村の限定ぶどう酒醸造地方

531 BALATONFÜRED-CSOPAK ぶどう酒 ハンガリー

アルショーエルシュ、アウゾーフェ、バラトナカリ、バラトンフィレド、バラトヌドヴァリ、チョパク、フェ
ルシェエルシュ、ロヴァシュ、エルヴェニェシュ、パロズナク、センタンタルファ、およびタジョン各市
町村の限定ぶどう酒醸造地域。バラトナルマーヂ村のエレグヘジ葡萄園。バラトンチチョー村の
バラジュ葡萄園。デルギチェ村のアジャグリク、ベツェおよびキシュレシュヘジ葡萄園。モノスロー
村のヘジェシュティ葡萄園。ペーチェリ村のキシュペーチェリ葡萄園、およびヴァーソリ村のエレグ
ヘジ葡萄園（すべてウェスプレーム県）

527

529

530



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

EGER ぶどう酒 ハンガリー

ヘウ゛ェシュ県エゲル市およびアンドルナクターリャ、デミェーン、エゲルバクタ、エグルサローク、
フェルネーメト、フェルシェータールカニ、ケレチエンド、マクラールターリャ、ノスウ゛ァイ、ノウ゛ァ
イ、オシュトロシュ各市町村の限定地域を含むエゲルぶどう酒醸造地方。また、ボルショド・アバ
ウイ・ゼンプレーン県ソモリャ村の限定地域。

ERLAU ぶどう酒 ハンガリー

ヘウ゛ェシュ県エゲル市およびアンドルナクターリャ、デミェーン、エゲルバクタ、エグルサローク、
フェルネーメト、フェルシェータールカニ、ケレチエンド、マクラールターリャ、ノスウ゛ァイ、ノウ゛ァ
イ、オシュトロシュ各市町村の限定地域を含むエゲルぶどう酒醸造地方。また、ボルショド・アバ
ウイ・ゼンプレーン県ソモリャ村の限定地域。

EGRI ぶどう酒 ハンガリー

ヘウ゛ェシュ県エゲル市およびアンドルナクターリャ、デミェーン、エゲルバクタ、エグルサローク、
フェルネーメト、フェルシェータールカニ、ケレチエンド、マクラールターリャ、ノスウ゛ァイ、ノウ゛ァ
イ、オシュトロシュ各市町村の限定地域を含むエゲルぶどう酒醸造地方。また、ボルショド・アバ
ウイ・ゼンプレーン県ソモリャ村の限定地域。

ERLAUER ぶどう酒 ハンガリー

ヘウ゛ェシュ県エゲル市およびアンドルナクターリャ、デミェーン、エゲルバクタ、エグルサローク、
フェルネーメト、フェルシェータールカニ、ケレチエンド、マクラールターリャ、ノスウ゛ァイ、ノウ゛ァ
イ、オシュトロシュ各市町村の限定地域を含むエゲルぶどう酒醸造地方。また、ボルショド・アバ
ウイ・ゼンプレーン県ソモリャ村の限定地域。

DEBRŐ ぶどう酒 ハンガリー ヘウ゛ェシュ県アルデブレー村およびフェルデブレー村

DEBRŐI ぶどう酒 ハンガリー ヘウ゛ェシュ県アルデブレー村およびフェルデブレー村

DEBRŐER ぶどう酒 ハンガリー ヘウ゛ェシュ県アルデブレー村およびフェルデブレー村

BADACSONY ぶどう酒 ハンガリー

バダチョンニのぶどう酒醸造地方、すなわちバダチョンニトマイ、バダチョンニテルデミツ、バラト
ンレンデシュ、バラトンセプレズド、ジュラケシ、ヘジマカシュ、キシャパーチ、ネメシュグラーチ、ラ
ポシュカ、レーヴフィレプ、シグリゲトの各市町村、カープターラントーチ村のヘジメグおよびトー
ティエルデ（リザプスタ）葡萄園、ケーヴァーゴーエルシュ村のエチエル葡萄園、タポルツァ村のサ
ン・ジョルジュ（セントージェルジヘジ）葡萄園、およびヴェスプレーム県ザーンカ村エレグヘジの
ぶどう酒醸造地域

BADACSONYI ぶどう酒 ハンガリー

バダチョンニのぶどう酒醸造地方、すなわちバダチョンニトマイ、バダチョンニテルデミツ、バラト
ンレンデシュ、バラトンセプレズド、ジュラケシ、ヘジマカシュ、キシャパーチ、ネメシュグラーチ、ラ
ポシュカ、レーヴフィレプ、シグリゲトの各市町村、カープターラントーチ村のヘジメグおよびトー
ティエルデ（リザプスタ）葡萄園、ケーヴァーゴーエルシュ村のエチエル葡萄園、タポルツァ村のサ
ン・ジョルジュ（セントージェルジヘジ）葡萄園、およびヴェスプレーム県ザーンカ村エレグヘジの
ぶどう酒醸造地域

BADACSONYER ぶどう酒 ハンガリー

バダチョンニのぶどう酒醸造地方、すなわちバダチョンニトマイ、バダチョンニテルデミツ、バラト
ンレンデシュ、バラトンセプレズド、ジュラケシ、ヘジマカシュ、キシャパーチ、ネメシュグラーチ、ラ
ポシュカ、レーヴフィレプ、シグリゲトの各市町村、カープターラントーチ村のヘジメグおよびトー
ティエルデ（リザプスタ）葡萄園、ケーヴァーゴーエルシュ村のエチエル葡萄園、タポルツァ村のサ
ン・ジョルジュ（セントージェルジヘジ）葡萄園、およびヴェスプレーム県ザーンカ村エレグヘジの
ぶどう酒醸造地域

SOPRON ぶどう酒 ハンガリー
ジェールーショプロン県ショプロン市のぶどう酒醸造地域およびバルフ、フォルテーボズ、フェル
テーラーコシュ、コープハーザ、マジャルファルウ゛ァ各市町村の限定地域。

SOPRONI ぶどう酒 ハンガリー
ジェールーショプロン県ショプロン市のぶどう酒醸造地域およびバルフ、フォルテーボズ、フェル
テーラーコシュ、コープハーザ、マジャルファルウ゛ァ各市町村の限定地域。

SOPRONER ぶどう酒 ハンガリー
ジェールーショプロン県ショプロン市のぶどう酒醸造地域およびバルフ、フォルテーボズ、フェル
テーラーコシュ、コープハーザ、マジャルファルウ゛ァ各市町村の限定地域。

539 SZEKSZÁRD ぶどう酒 ハンガリー トルナ県セクサールド市およびデチ村のぶどう酒醸造地域。

KECSKEMÉT
アプリコット・ブラ
ンデー

ハンガリー
ケチケメート市とその周辺地方（シクラ、ラキテレク、ヘルウ゛ェーツィア、キシュファーイ、アーガ
シュジハーラ、アルパール）、およびバーチ・キシュクン県ティサトゥグ、ケレケジハーザ、ナジケー
レシュ、ティサケーチケ各市町村の果樹園

KECSKEMÉTI
アプリコット・ブラ
ンデー

ハンガリー
ケチケメート市とその周辺地方（シクラ、ラキテレク、ヘルウ゛ェーツィア、キシュファーイ、アーガ
シュジハーラ、アルパール）、およびバーチ・キシュクン県ティサトゥグ、ケレケジハーザ、ナジケー
レシュ、ティサケーチケ各市町村の果樹園

KECSKEMÉTER
アプリコット・ブラ
ンデー

ハンガリー
ケチケメート市とその周辺地方（シクラ、ラキテレク、ヘルウ゛ェーツィア、キシュファーイ、アーガ
シュジハーラ、アルパール）、およびバーチ・キシュクン県ティサトゥグ、ケレケジハーザ、ナジケー
レシュ、ティサケーチケ各市町村の果樹園

SZATMÁR
プラム・ブラン
デー

ハンガリー
ウ゛ァーサーロシュナメーニ市とその周辺地方。キシャル、パニョラ、トゥニョグマトルチ各市町村。
チェンゲル、フェヘールジャルマトおよびマーテーサルカ地方（旧サトマール県）

SZATMÁRI
プラム・ブラン
デー

ハンガリー
ウ゛ァーサーロシュナメーニ市とその周辺地方。キシャル、パニョラ、トゥニョグマトルチ各市町村。
チェンゲル、フェヘールジャルマトおよびマーテーサルカ地方（旧サトマール県）

SZATMÁRER
プラム・ブラン
デー

ハンガリー
ウ゛ァーサーロシュナメーニ市とその周辺地方。キシャル、パニョラ、トゥニョグマトルチ各市町村。
チェンゲル、フェヘールジャルマトおよびマーテーサルカ地方（旧サトマール県）

544 Colli Euganei ぶどう酒 イタリア パドウ゛ァ地方の限定地域

554 SAINT-VÉRAN ぶどう酒 フランス
ソーヌ・エ・ロワール県の次の自治体に限定される地域：シァーヌ、シャスラ、ダウ゛ェイエ、レィネ
ス、プリセ、サン・タムール，サン・ウ゛ェラン

556 COLLIOURE ぶどう酒 フランス
ピレネー・オリエンタル県の次の自治体に限定される地域：バニュルス、セルベール、コリュー
ル、ポン・ウ゛ァンドル

564 VINHO VERDE 未熟ぶどう酒 ポルトガル

ビアナ・ド・カシュテル地区、ブラガ地区、リベイラ・デ・ペナ「コンセリョ」（区）およびモンジン・デ・バ
スト「コンセリョ」（区）（ヴィラ・レアル地区）、サント・チスソ「コンセリョ」（区）、ヴィラ・ド・コンド「コン
セリョ」（区）、ポヴァ・ド・ヴァルジン「コンセリョ」（区）、マイア「コンセリョ」（区）マトシンホス「コンセ
リョ」（区）、ゴンドマール「コンセリョ」（区）、ヴァロンゴ「コンセリョ」（区）、パレデス「コンセリョ」
（区）、パソス・デ・フェレイラ「コンセリョ」（区）、ロウザーダ「コンセリョ」（区）、フェルゲイラス「コン
セリョ」（区）、パナフィエラ「コンセリョ」（区）、アマランテ「コンセリョ」（区）、マルコ・デ・カナヴェゼ
ス「コンセリョ」（区）およびバイアン「コンセリョ」（区）（ポルト地区）、カステロ・デ・パイヴァ「コンセ
リョ」（区）、ヴァレ・デ・カンブラ「コンセリョ」（区）およびアロウカ［コンセリョ」（区）（アヴェイロ地
区）、シンフインス「コンセリョ」（区）およびレゼンデ「コンセリョ」（区）　（ヴィセウ地区）

588 DÃO ぶどう酒製品 ポルトガル
アギアール・ダ・ベイラ、アルガニル、カレガル・ド・サル、フォルノス・デ・アルゴドレス、ゴヴェイ
ア、マンガルデ、モルタグア、ネラス、オリヴェイラ・ド・ホスピタル、ペナルヴァ・ド・カステロ、サン
タ・コンバ・ダン、サタオン、セイア、タブア、トンデラ、ヴィゼウの自治体（コンセルホス）

542

532

533

534

538

540



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

589 KELIBIA “A.O.C.”
マスカットぶどう
酒、マスカットの
ミステル

チュニジア ナブール統治区域ケリビア地区およびタゼルカ地区の限定地域

590 MUSCAT DE KELIBIA “A.O.C.”
マスカットぶどう
酒、マスカットの
ミステル

チュニジア ナブール統治区域ケリビア地区およびタゼルカ地区の限定地域

591
VIN MUSCAT DE KELIBIA
“A.O.C.”

マスカットぶどう
酒、マスカットの
ミステル

チュニジア ナブール統治区域ケリビア地区およびタゼルカ地区の限定地域

592 MUSCAT DE THIBAR “A.O.C.”
マスカットぶどう
酒、マスカットの
ミステル

チュニジア ベジャ統治区域のティバールのサン・ジョセフと呼ばれる土地の限定地域

593
COTEAUX DE TEBOURBA
“A.O.C.”

赤ぶどう酒及び
ロゼぶどう酒

チュニジア
南チュニス統治区域のテブールバ・シュイッギおよびランサリネ、ビゼルト統治区域のアイーンー
タルゲラッシュと呼ばれる土地の限定地域

594 SIDI SALEM “A.O.C.”
赤ぶどう酒及び
ロゼぶどう酒

チュニジア ナブール統地区域グロンバリア区のハンゲおよびベニ・アヤッシュと呼ばれる地区の限定地域

595 MORNAG V.D.Q.S
赤ぶどう酒、ロ
ゼぶどう酒、白
ぶどう酒

チュニジア チュニス統治区域および南チュニス統治区域のモルナグ、ハマン・リフ、カブティ地区の限定地域

669 TEQUILA 蒸留酒 メキシコ

ハリスコ州；グアナフアト州の自治体アバソロ、シウダド・マニュエル・ドブラド、クエラマロ、ワニマ
ロ、ペンハモ、プリシマ・デル・リンコン、ロミータ；ミチョアカン州の自治体ブリセニャス、マタモロ
ス、シャビノス、ドゥルチェタ、チュリンツィオ、コティハ、エクアンドゥレオ、ハコナ、ヒキルパン、マ
ラバティオ、ヌエボ・パランガリクティロ、ヌマラン、パハクアラン、ペリバン、ラ・ピエダド、レグレ
ス、ロス・レイエス、サワジョ、タンシタロ、タンガマンダピオ、タンガンシクアロ、タンワト、ティング
インディン、トクンボ、ベヌスティアノ・カランサ、ビリャマル、ヴィスタヘルモーサ、ジュレクアロ、サ
モラ、シナパーロ；ナジャリト州の自治体アワカトラン、アマトラン・デ・カニャス、イクストラン、ハ
ラ、ハリスコ、サン・ペドロ・デ・ラグニリャス、サンタ・マリア・デル・オロ、テピク；タマウリパス州の
自治体アルダマ、アルタミラ、アンティゴ・モレロス、ゴメズ・ファリアス、ゴンザレス、リェラ、マン
テ、ヌエボ・モレロス、オカンポ、トゥラ、キコテンカトル、マルコス・カスティリャノス自治体

682 PORTO
芳醇なぶどう酒
（アルコール強
化ぶどう酒)

ポルトガル ドウロ地方

683 MADEIRA ぶどう酒製品 ポルトガル ファンシャル地区、マデイラ島

690 Crémant d'Alsace ぶどう酒 フランス オー・ラン県およびバー・ラン県の限定地域

692 Vin de Corse ぶどう酒 フランス コルス・デュ・シュド県およびオート・コルス県の限定地域

697 Coteaux Champenois ぶどう酒 フランス エーヌ県、オーブ県、マルヌ県、オート・マルヌ県、セーヌ・エ・マルヌ県

700 Côtes du Roussillon ぶどう酒 フランス ピレネー・オリエンタル県の限定地域

701 Côtes du Roussillon Villages ぶどう酒 フランス ピレネー・オリエンタル県の限定地域

703 Crémant de Loire ぶどう酒 フランス
アンドル・エ・ロワール県、ロワール・エ・シェール県、メーヌ・エ・ロワール県、ドゥ・セーヴル県、
ヴィエンヌ県

704 Rosé de Loire ぶどう酒 フランス
アンドル・エ・ロワール県、ロワール・エ・シェール県、メーヌ・エ・ロワール県、ドゥ・セーヴル県、
ヴィエンヌ県

705 Saussignac ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県の限定地域

709 Cabardès ぶどう酒 フランス オード県の限定地域

710 Cheverny ぶどう酒 フランス ロワール・エ・シェール県の限定地域

715 Fiefs Vendeens ぶどう酒 フランス ウ゛ァンデ県の限定地域

719 Fine de Bordeaux ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定地域

720 Cadillac ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定地域

721 Clos des Lambrays ぶどう酒 フランス コート・ドール県の限定地域

722 Crémant de Bourgogne ぶどう酒 フランス コート・ドール県、ヨンヌ県、ソーヌ・エ・ロワール県およびローヌ県の限定地域

731 Mezcal 蒸留酒 メキシコ オアハカ、ゲレーロ、ドランゴ、サンルイスポトシ、及びサカテッカス各州の地域

735
BAGACEIRA DA REGIÃO DOS
VINHOS VERDES

未熟ぶどうマー
ル･ブランデー

ポルトガル

メルガッソ、モンサン、カミーニャ、パレーデス・デ・コーラ、バレンサ、ビーラ・ノーバ・デ・セルセイ
ラ、アルコス・デ・バルデベス、ポンテ・ダ・バルカ、ポンテ・デ・リマ、ビアナ・ド・カステロ、アマーレ
ス、バルセロス、ブラガ、エスポゼンデ、ファフェ、ギマランエス、ポーボア・デ・ラニョーゾ、サント・
チルソ、ビエイラ・ド・ミーニョ、ビーラ・ノーバ・デ・ファマリサン、ビーラ・ベルデの各市町村、ボー
ロ、カベセイラス・デ・バスト、セロリッコ・デ・バスト、モンヂム・デ・バスト、リベイラ・デ・ペーナ、ゴ
ンドマール、マイア、マトシーニョス、ポーボア・デ・バルジム、バロンゴ、ビーラ・ド・コンデ、フェル
ゲイラス、ロザーダ、パッソス・デ・フェレイラ、パレーデス、ペナフィエル、アマランテ、マルコ・デ・
カナベーゼス、バイアン及びシンファンエスの各市町村、レゼンデ“市”のアンレアーデ、カルケ
レ、フェイラン、フェルゲイラス、フレイギル、ミオマンエス、オバーダス、パンチョーラ、パウス、レ
ゼンデ、サン・シプリアーノ、サン・ジョアン・デ・フォントーラ、サン・マルチーニョ・デ・モーロス及び
サン・ロマン・デ・アレゴスの各“小教区”。アロッサ、カステーロ・デ・パイバの各“市町村”及びカ
ンブラ渓谷とオリベイラ・デ・アゼメイス“市”のオセラ“小教区”



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

736
AGUARDENTE VINICA DA
REGIÃO DOS VINHOS
VERDES

未熟ぶどうブラ
ンデー

ポルトガル

メルガッソ、モンサン、カミーニャ、パレーデス・デ・コーラ、バレンサ、ビーラ・ノーバ・デ・セルセイ
ラ、アルコス・デ・バルデベス、ポンテ・ダ・バルカ、ポンテ・デ・リマ、ビアナ・ド・カステロ、アマーレ
ス、バルセロス、ブラガ、エスポゼンデ、ファフェ、ギマランエス、ポーボア・デ・ラニョーゾ、サント・
チルソ、ビエイラ・ド・ミーニョ、ビーラ・ノーバ・デ・ファマリサン、ビーラ・ベルデの各市町村、ボー
ロ、カベセイラス・デ・バスト、セロリッコ・デ・バスト、モンヂム・デ・バスト、リベイラ・デ・ペーナ、ゴ
ンドマール、マイア、マトシーニョス、ポーボア・デ・バルジム、バロンゴ、ビーラ・ド・コンデ、フェル
ゲイラス、ロザーダ、パッソス・デ・フェレイラ、パレーデス、ペナフィエル、アマランテ、マルコ・デ・
カナベーゼス、バイアン及びシンファンエスの各市町村、レゼンデ“市”のアンレアーデ、カルケ
レ、フェイラン、フェルゲイラス、フレイギル、ミオマンエス、オバーダス、パンチョーラ、パウス、レ
ゼンデ、サン・シプリアーノ、サン・ジョアン・デ・フォントーラ、サン・マルチーニョ・デ・モーロス及び
サン・ロマン・デ・アレゴスの各“小教区”。アロッサ、カステーロ・デ・パイバの各“市町村”及びカ
ンブラ渓谷とオリベイラ・デ・アゼメイス“市”のオセラ“小教区”

741 MARSANNAY ぶどう酒 フランス コート・ドール県の限定区域

742 Anjou Villages ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール及びドゥー・セ－ブル両県の限定区域

745 ANJOU VILLAGES BRISSAC ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県の限定区域

746 BÉARN ぶどう酒 フランス ピレネー・アトランティック、オート・ピレネー、ジェル各県の限定区域

747 BONS BOIS ブランデー フランス シャラント及びシャラント・マリチーム両県の限定区域

748 BORDERIES ブランデー フランス シャラント・マリチーム及びシャラント両県の限定区域

749 BOUZERON ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県の限定区域

752 Calvados Domfrontais ブランデー フランス オルヌ、マイエンヌ及びマンシュ各県の限定区域

754 COTEAUX DE VIE ぶどう酒 フランス ドローム県の限定区域

756 CÔTES DE MILLAU ぶどう酒 フランス アベロン県の限定区域

757 Côtes du Rhône Villages ぶどう酒 フランス ヴォクリューズ県、ガール県、ドローム県、アルデッシュ県

760
CÔTES DU ROUSSILLON-
VILLAGES TAUTAVEL

ぶどう酒 フランス ピレネー・オリアンタル県の限定区域

761 CRÉMANT DE BORDEAUX ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定区域

762 CRÉMANT DE DIE ぶどう酒 フランス ドローム県の限定区域

763 CRÉMANT DE LIMOUX ぶどう酒 フランス オード県の限定区域

764 CRÉMANT DU JURA ぶどう酒 フランス ジュラ県の限定区域

765 EAU-DE-VIE DE COGNAC ブランデー フランス シャラント県、シャラント・マリティーム県、ドゥー・セーブル県、ドルドーニュ県

767 FINS BOIS ブランデー フランス シャラント及びシャラント・マリチーム両県の限定区域

768 FLOC DE GASCOGNE ぶどう酒 フランス ジェール、ランド、ロッテ・ガロンヌ各県限定区域

769 FRONSAC ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定区域

770 GIGONDAS ぶどう酒 フランス ボークリューズ県の限定区域

771 HAUT-POITOU ぶどう酒 フランス ビエンヌ、ドゥー・セ－ブル両県の限定区域

772 LA GRANDE RUE ぶどう酒 フランス コート・ドール県限定区域

773 MACVIN DU JURA ぶどう酒 フランス ジュラ県の限定区域

774 MARANGES ぶどう酒 フランス ソーヌ・エ・ロワール県の限定区域

775 MARTINIQUE ブランデー フランス マルチニック県の限定区域

777
MUSCADET CÔTES DE
GRANDLIEU

ぶどう酒 フランス ロワール・アトランティックとバンデ両県の限定区域

778 MUSCAT DU CAP CORSE ぶどう酒 フランス オート・コルス県の限定区域

780 Pessac-Léognan ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定区域

782 PETITE CHAMPAGNE ブランデー フランス シャラント及びシャラント・マリティム両県の限定区域

783 PETITE FINE CHAMPAGNE ブランデー フランス シャラント及びシャラント・マリティム両県の限定区域

786 RÉGNIÉ ぶどう酒 フランス ローヌ県の限定区域

787 Saumur-Champigny ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県の限定区域

788 Savennières Coulée de Serrant ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県の限定区域

789 Savennières Roche aux Moines ぶどう酒 フランス メーヌ・エ・ロワール県の限定区域
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790 TOURAINE AMBOISE ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール県の限定区域

793 MARCILLAC ぶどう酒 フランス アベイロン県の限定区域

794 CÔTE ROANNAISE ぶどう酒 フランス ロワール県の限定区域

795 COTEAUX DU LYONNAIS ぶどう酒 フランス ローヌ県の限定区域

796 COSTIÈRES DE NÎMES ぶどう酒 フランス ガール県の限定区域

797 BUZET ぶどう酒 フランス ロッテ・ガロンヌ県の限定区域

798 IROULÉGUY ぶどう酒 フランス ピレネー・アトランティックの限定区域

799 LES BAUX DE PROVENCE ぶどう酒 フランス ブッシュ・デュ・ローヌ県の限定区域

802 AJACCIO ぶどう酒 フランス コルス・デュ・シュド県の限定区域

809 CÔTES D’AUVERGNE ぶどう酒 フランス ピュイ・ドゥ・ドーム県の限定区域

810 SAINT-POURÇAIN ぶどう酒 フランス アリエ県の限定区域

811 COUR-CHEVERNY ぶどう酒 フランス ロワール・エ・シェール県の限定区域

813 LIMOUX ぶどう酒 フランス オード県の限定区域

814 CÔTES DE BERGERAC ぶどう酒 フランス ドルドーニュ県の限定区域

815 LADOIX ぶどう酒 フランス コート・ドール県の限定区域

816 LISTRAC-MÉDOC ぶどう酒 フランス ジロンド県の限定区域

822 VACQUEYRAS ぶどう酒 フランス ボクリューズ県の限定区域

823 VALENÇAY ぶどう酒 フランス アンドル及びロワール・エ・シェール両県の限定区域

834 KARPATSKÁ PERLA

ぶどう酒､生ぶど
う酒､白及び赤
の発泡性ぶどう
酒

スロバキア スロバキア－マレー・カルパティのブドウ栽培地域

841 Bacanora 蒸留酒 メキシコ

シエーラ中部、ソノーラ川およびサン・ミゲル中部、つまりシエーラ高地及びシエーラ南部地方の
市町村。これらの市町村は次の通り。バカノーラ、サウアリパ、アリベッキ、ソヨパ、サン・ハビエ
ル、クンパス、モクテスマ、サン・ペドロ・デ・ラ・クエバ、テパチェ、ディビサデロス、グラナドス及び
ウアサバス、ビラ・イダルゴ、バカデウアッチ、ナッコリ・チコ、ウアチネーラ、ビラ・ペスケイラ、アコ
ンチ、サン・フェリペ・デ・イエズス、ウエパック及びバナミチ、ラヨン、バビアコーラ、オポデペ、アリ
ズペ、ロザリオ、キリエゴ、スアキ・グランデ、オナバス、イェコーラ、アラモス、サン・ミゲル・デ・オ
ルカシタス、ウレス、マザタン及びラコロラダなど、ソノーラ州のすべての市町村を含む。

Црногорски крс
тач（Crnogorski krstach）

Krstač de Montenegro

Montenegro Krstač

Црногорски вра
нац（Crnogorski vranatz）

Vranac de Montenegro

モンテネグロのブドウ栽培地域、ポドゴリツァのブドウ畑（ゼタ・ビェロパヴリッチ平原）

847 ぶどう酒 モンテネグロ モンテネグロのブドウ栽培地域、ポドゴリツァのブドウ畑（ゼタ・ビェロパヴリッチ平原）

846 ぶどう酒 モンテネグロ
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Montenegro Vranac

849 Sotol

一般的にソトル
またはセレケと
呼ばれてiいる、
植物から得られ
るアルコール飲

料

メキシコ チワワ州、コアウイラ州、ドゥランゴ州を構成するすべての自治体

851 Charanda

サトウキビ
ジュースの発酵
と蒸留から得ら
れるアルコール

飲料

メキシコ
ミチョアカン州の以下の市町村：アリオ、コティハ、ガブリエル・サモラ、N.パランガリクティロ、ヌエ
ボ・ウレチョ、ペリバン、ロス・レイエス、S.エスカランテ、タカンバロ、タンシタロ、タンガンシクア
ロ、タレタン、トクンボ、トゥリカト、ウルアパン、ジラクアレティロ

855 TSINANDALI ぶどう酒 ジョージア
ツィナンダリ村、キシスケーウ゛ィ村、コンドリ村、クウ゛ェモ村、コホダシェーニ村、アクラ村の行政
区画

856 TELIANI ぶどう酒 ジョージア
北東側－アラザニ川、南西側－ツィナンダリ村、南東側－コホダシェーニ・ラウ゛ィーン、北西側－
ナーサムクラーリ・ラウ゛ィーン

857 NAPAREULI ぶどう酒 ジョージア テラウ゛ィ地区ナパレウリ村及びサニオレ村の行政区画

858 MUKUZANI ぶどう酒 ジョージア グルジャーニ地区のムクザニ村及びウ゛ェリスツィケー村の行政区画

859 AKHASHENI ぶどう酒 ジョージア グルジャーニ地区のアハシェニ村の行政区画

860 GURJAANI ぶどう酒 ジョージア
グルジャーニ市及びグルジャーニ地区のグルジャーニ村、チュムラキ村、チャンダーリ村、ウ゛ェ
ジニ村の行政区画

861 KINDZMARAULI ぶどう酒 ジョージア クウ゛ァレリ市の行政区画

862 KHVANCHKARA ぶどう酒 ジョージア
アンブロラウリ地区のフウ゛ァンチカラ村、チュレバロ村、チュクウ゛ィシ村、ガディシ村、ブゴイリ
村、ザードメリ村、ヒディカリ村、ツゼージ村の行政区画

865 PISCO

ペルーの技術基
準211-011:2002
に含まれる規範
的な規則でその
ように分類さ
れ、事前に認可
された生産地で
確立された伝統
的な方法に従っ
て、最近発酵し
たブドウの新鮮
な果汁を蒸留し
て得られるブド
ウの酒

ペルー
ペルーのリマ県、イカ県、アレキパ県、モケグア県の沿岸部と、タクナ県のロクンバ渓谷、サマ渓
谷、カプリーナ渓谷

870 ＤＯＵＲＯ ぶどう酒 ポルトガル ドゥーロ管轄区域

871 VAZISUBANI ぶどう酒 ジョージア
グルジャーニ地方のウ゛ァズィスバニ村、シャシアニ村、カラウリ村及びウ゛ァチナジアニ村の行政
区画

872 KARDENAKHI ぶどう酒 ジョージア カルデナヒ村行政区画

873 TIBAANI ぶどう酒 ジョージア ティバーニ村行政区画

874 MANAVI ぶどう酒 ジョージア サガレジョ地方のマナウ゛ィ村、トヒリアウリ村、ハイルリ村、カカベティ村の行政区画

875 TVISHI ぶどう酒 ジョージア ツァゲリ地方トウ゛ィシ村行政区画

876 QVARELI ぶどう酒 ジョージア クウ゛ァレリ地方行政区画

877 ATENURI ぶどう酒 ジョージア アテニ村行政区画

878 SVIRI ぶどう酒 ジョージア スウ゛ィリⅠ村、スウ゛ィリⅡ村及びロドノウリ村の行政区画

879 KOTEKHI ぶどう酒 ジョージア グルジャーニ町行政区画

880 KAKHETI(KAKHURI) ぶどう酒 ジョージア 内カヘティーアラザニ川流域、外カヘティーサガレジョ地方、ガルダバニ地方の一部

882 ROMANESHTI 赤ぶどう酒 モルドヴァ ストラシェニ地方ロマネシュティ、レザニ、ザムチョジの各村管轄区域

888 BARBARESCO ぶどう酒 イタリア クーネオ地方の限定地域

889 BAROLO ぶどう酒 イタリア クーネオ地方の限定地域

891 BRUNELLO DI　MONTALCINO ぶどう酒 イタリア シエーナ地方の限定地域

896 DISAN ぶどう酒 北マケドニア ディサン地方



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

906 PROSECCO ぶどう酒 イタリア
トレヴィーゾ県、ヴィチェンツァ県、パドヴァ県、ベッルーノ県、ヴェネツィア県、トリエステ県、ゴリ
ツィア県、ポルデノーネ県及びウーディネ県

964 GRAPPA 蒸留酒 イタリア イタリア領土の全域

EMILIA
地理的表示で保
護されたぶどう
酒（PGI）

イタリア
フェラーラ県、モデナ県、パルマ県、ピアチェンツァ県、レッジョ・エミリア県及びボローニャ県の限
定地域

 DELL’EMILIA
地理的表示で保
護されたぶどう
酒（PGI）

イタリア
フェラーラ県、モデナ県、パルマ県、ピアチェンツァ県、レッジョ・エミリア県及びボローニャ県の限
定地域

1004
LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE

原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア モデナ県の限定地域

1005 REGGIANO
原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア レッジョ・エミリア県の限定地域

1006 LAMBRUSCO DI SORBARA
原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア モデナ県の限定地域

1007
COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA

原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア レッジョ・エミリア県の限定地域

1008
LAMBRUSCO GRASPAROSSA
DI CASTELVETRO

原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア モデナ県の限定地域

MODENA
原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア モデナ県の限定地域

DI MODENA
原産地名称で保
護されたぶどう
酒(PDO)

イタリア モデナ県の限定地域

1010 CUBA ラム酒 キューバ
キューバ領域、フロリダ南部にある大アンティル諸島の最大の島、ジャマイカ北部、ユカタン半島
東部及びバハマ諸島の西部及びヒスパニオラ諸島を含む産地

1013 CHIANTI ぶどう酒 イタリア アレッツォ県、フィレンツェ県、プラート県、ピストイア県、ピサ県及びシエーナ県の限定地域

1014 SICILIA ぶどう酒 イタリア シチリア地方のすべての行政区域

1016
BONARDA DELL’OLTREPÒ
PAVESE

ぶどう酒 イタリア パヴィア県の限定地域

1017 ASTI ぶどう酒 イタリア アレッサンドリア県、アスティ県、クーネオ県の限定された地域

1037 PANTELLERIA ぶどう酒 イタリア トラーパニ県のパンテッレリア島

1038 TREBBIANO D’ABRUZZO ぶどう酒 イタリア キエーティ県、ラクイラ県、ペスカーラ県及びテーラモ県の限定地域

1041
MONTEPULCIANO D’
ABRUZZO

ぶどう酒 イタリア ラクイラ県、キエーティ県、ペスカーラ県、テーラモ県の限定地域

1044 SALICE SALENTINO ぶどう酒 イタリア レッチェ県、ブリンディシ県の限定地域

1045 BARBERA D’ASTI ぶどう酒 イタリア アスティ県、アレッサンドリア県の限定地域

1046 SANNIO ぶどう酒 イタリア ベネヴェント県の限定地域

1003

1009



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

CONEGLIANO
VALDOBBIADENE -
PROSECCO

ぶどう酒 イタリア トレヴィーゾ県及びベッルーノ県の限定地域

CONEGLIANO -   PROSECCO ぶどう酒 イタリア トレヴィーゾ県及びベッルーノ県の限定地域

 VALDOBBIADENE -
PROSECCO

ぶどう酒 イタリア トレヴィーゾ県及びベッルーノ県の限定地域

1048 CANNONAU DI SARDEGNA ぶどう酒 イタリア サルディーニャ自治州の限定地域

1050
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
PICOLIT

ぶどう酒 イタリア ウーディネ県の限定地域

1051 ORVIETO ぶどう酒 イタリア テルニ県及びヴィテルボ県の限定地域

1059 CHIANTI CLASSICO ぶどう酒 イタリア シエナ県、アレッツォ県及びフィレンツェ県の限定地域

ALTO ADIGE ぶどう酒 イタリア ボルツァーノ県の限定地域

DELL'ALTO ADIGE
(SÜDTIROL SÜDTIROLER)

ぶどう酒 イタリア ボルツァーノ県の限定地域

1063 LANGHE ぶどう酒 イタリア クーネオ県の限定地域

1074 FREISA D'ASTI ぶどう酒 イタリア アスティ県、アレッサンドリア県、クーネオ県及びトリノ県の限定地域

LACRIMA DI MORRO ぶどう酒 イタリア アンコーナ県の限定地域

LACRIMA DI MORRO
D'ALBA

ぶどう酒 イタリア アンコーナ県の限定地域

1076
MALVASIA DI CASTELNUOVO
DON BOSCO

ぶどう酒 イタリア アスティ県の限定地域

1077 NEBBIOLO D'ALBA ぶどう酒 イタリア クーネオ県、アスティ県及びトリノ県の限定地域

1078 TEROLDEGO ROTALIANO ぶどう酒 イタリア トレント県の限定地域

1079 FREISA DI CHIERI ぶどう酒 イタリア トリノ県、アスティ県、クーネオ県の限定地域

1080 GRECO DI TUFO ぶどう酒 イタリア アヴェッリーノ県の限定地域

1081 GRIGNOLINO D'ASTI ぶどう酒 イタリア アスティ県の限定地域

1082
GRIGNOLINO DEL
MONFERRATO CASALESE

ぶどう酒 イタリア アレッサンドリア県の限定地域

1083
CORTESE DELL'ALTO
MONFERRATO

ぶどう酒 イタリア アレッサンドリア県、アスティ県、クーネオ県、トリノ県の限定地域

1084 PRIMITIVO DI MANDURIA ぶどう酒 イタリア ターラント県及びブリンディジ県の限定地域

BRACHETTO D'ACQUI ぶどう酒 イタリア アスティ県及びアレッサンドリア県の限定地域

ACQUI ぶどう酒 イタリア アスティ県及びアレッサンドリア県の限定地域

1086
VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO

ぶどう酒 イタリア シエーナ県の限定地域

1087
VERNACCIA DI SAN
GIMIGNANO

ぶどう酒 イタリア シエーナ県の限定地域

GAVI ぶどう酒 イタリア アレッサンドリア県の限定地域

CORTESE DI GAVI ぶどう酒 イタリア アレッサンドリア県の限定地域

1088

1047

1060

1075

1085



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

CESANESE DEL PIGLIO ぶどう酒 イタリア フロジノーネ県の限定地域

PIGLIO ぶどう酒 イタリア フロジノーネ県の限定地域

1090 AGLIANICO DEL TABURNO ぶどう酒 イタリア ベネヴェント県の限定地域

1091
AGLIANICO DEL VULTURE
SUPERIORE

ぶどう酒 イタリア ポテンツァ県の限定地域

1092 FIANO DI AVELLINO ぶどう酒 イタリア アヴェッリーノ県の限定地域

1093
COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO

ぶどう酒 イタリア ボローニャ県及びモデナ県の限定地域

ROSSESE DI DOLCEACQUA ぶどう酒 イタリア インペリア県の限定地域

DOLCEACQUA ぶどう酒 イタリア インペリア県の限定地域

1095 VERMENTINO DI GALLURA ぶどう酒 イタリア オルビア＝テンピオ県及びサッサリ県の限定地域

1096 VERMENTINO DI SARDEGNA ぶどう酒 イタリア サルディーニャ自治州の限定地域

1097
VERNACCIA DI
SERRAPETRONA

ぶどう酒 イタリア マチェラータ県の限定地域

1098 MONTEFALCO SAGRANTINO ぶどう酒 イタリア ペルージャ県の限定地域

1099 DELLE VENEZIE ぶどう酒 イタリア トレント自治州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア自治州及びヴェネト州

1107
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA

ぶどう酒 イタリア ヴェローナ県の限定地域

1108 VALPOLICELLA RIPASSO ぶどう酒 イタリア ヴェローナ県の限定地域

1128
FIOR D'ARANCIO COLLI
EUGANEI

ぶどう酒 イタリア パドヴァ県の限定地域

1129 LUGANA ぶどう酒 イタリア ヴェローナ県及びブレシア県の限定地域

1132 RAICILLA
リュウゼツランア
ルコール飲料

メキシコ

メキシコ合衆国のA）ハリスコ州の地域、ライシラの生産者：アテンゴ、 チキリストラン、フチトラ
ン、テコロトラン、テナマストラン、プエルト・バヤルタ、カボ・コリエンテス、トマトラン、アテンギロ、
アユトラ、クアウトラ、グアチナンゴ、マスコタ、ミクストラン、サン・サバスティアン・デル・オエス
テ、タルパ・デ・アジェンデの自治体
B）ナジャリト州の地域、ライシラの生産者：バイーア・デ・バンデラスの自治体

1164 Montilla-Moriles ぶどう酒 スペイン

アンダルシア自治州の以下の市町村の全体： モンティージャ、モリレス、ドニャ・メンシア、モンタ
ルバン、モントゥルケ、プエンテ・ジェニル、ヌエバ・カルテヤ、及び、以下の市町村の一部：アギ
ラール・デ・ラ・フロンテーラ、バエナ、カブラ、カストロ・デル・リオ、エスペホ、フェルナン・ヌニェ
ス、ラ・ランブラ、ルセナ、モンテマヨール、サンタエラ
生産地域内には、アルバリサ土壌を含む「スーペリアサブゾーン」と呼ばれる区分がある。

1165 Yecla ぶどう酒 スペイン ムルシア州イエクラ市にあるブドウ園登録簿に登録された土地

1166 Vinos de Madrid ぶどう酒 スペイン
マドリード共同体の4つのサブゾーン： アルガンダ、ナバルカルネロ、サン・マルティン、エル・モ
ラール

1167 Valencia ぶどう酒 スペイン

バレンシア州のアルバセテ県、アリカンテ県、バレンシア県の一部地域
バレンシアには、以下の市町村によって形成された4つの小さな地理的単位、いわゆるサブゾー
ンがある： a) アルト・トゥリア・サブゾーン b) バレンティーノ・サブゾーン c) モスカテル・デ・バレン
シア・サブゾーン d) クラリアーノ・サブゾーン

1168 Toro ぶどう酒 スペイン

カスティーリャ・イ・レオン州の最西部、サモラ県の南東部に位置し、ティエラ・デル・ビノ、バジェ・
デル・グアレーニャ、ティエラ・デ・トロの自然地域の一部を含む。

以下の市町村からなる：

ザモラ県: アルグヒリョ、ラ・ボベダ・デ・トロ、モラレス・デ・トロ、エル・ペゴ、ペレアゴンサロ、エル・
ピニエロ、サン・ミゲル・デ・ラ・リベラ、サンソレス、トロ、バルデフィンハス、ベニアルボ、ビジャブ
エナ・デル・プエンテ

バリャドリッド県: サン・ロマン・デ・オルニーハ、ビジャフランカ・デル・ドゥエロ、ペドロサ・デル・レ
イの市町村区にあるビジャエステル・デ・アリバおよびビジャエステル・デ・アバホの地域

1169 Utiel-Requena ぶどう酒 スペイン
バレンシア州のカンポロブレス、カウデテ・デ・ラス・フエンテス、フエンテロブレス、レケナ、シエ
テ・アグアス、シナルカス、ウティエル、ヴェンタ・デル・モロ、ビジャルゴルド・デル・カブリエル

1170 Valdeorras ぶどう酒 スペイン

ガリシア自治州オウレンセ県のオ・バルコ・デ・バルデオラス地区、ア・ルア地区、ヴィラマルティ
ン・デ・バルデオラス地区、オ・ボロ地区、カルバレダ・デ・バルデオラス地区、ラルーコ地区、プ
ティン地区、ルビア地区に位置する、原産地名称で保護されているワインの特徴を備えたワイン
を得るために必要な品質のブドウ生産に適した土地

1171 Valdepeñas ぶどう酒 スペイン

バルデペニャス、サンタ・クルス・デ・ムデラ、モラル・デ・カラトラバ、アルクビーリャス、サン・カル
ロス・デル・バジェ、トレヌエバ、および以下の市町村の一部：
アルハンブラ：ラ・ソラーナからビジャヌエバ・デ・ロス・インファンテスへの道路の南西に位置する
土地： 宅地： 50区画（32～51番）、52区画（8、9、10番）、53～90番、159区画（1番）、162区画、
163区画、164区画（11～20番）。
グラナトゥーラ・デ・カラトラバ ラス・フエンテス小道の東側に位置する土地： 宅地：8～31、51～
60、69、70。
モンティエル：トレヌエバからビジャヌエバ・デ・ロス・インファンテスへの道の北側に位置する飛び
地： 宅地：62から76まで。
トッレ・デ・フアン・アバド：トレヌエバからビジャヌエバ・デ・ロス・インファンテスへの道路の北に位
置する土地： 宅地：1～9、61～63。

1089

1094



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

1172 Somontano ぶどう酒 スペイン

ソモンターノ - ウエスカ地区

含まれる市町村：
アビエゴ、アダウエスカ、アルカラ・デル・オビスポ、アンゲス、アンティリョン、アルケサール、アル
ガビエソ、アサラ、アスロール、バルバストロ、バルブニャレス、ベルベガル、ブレクア・トーレス、
ビエルゲ、カペーリャ、カスバス・デ・ウエスカ、カスティジャスエロ、コルンゴ、エスタダ、エスタディ
リャ、フォンツ、グラド（エル）、グラウス、オス・イ・コステアン、イビエカ、イルチェ、ラルエンガ、ラ
ペルディゲラ、ラスセラス・ポンサーノ、ナバル、オルベナ、ペラルタ・デ・アルコフェア、ペラル
ティージャ、ペラルルア、ペルトゥサ、ポザン・デ・ベロ、プエブラ・デ・カストロ（ラ）、サラス・アルタ
ス、サラス・バハス、サンタ・マリア・デ・ドゥルセス、セカスティージャ、シエタモ、トーレス・デ・アル
カナドレ

1173 Terra Alta ぶどう酒 スペイン

カタルーニャ州南部に位置し、エブロ川とアラゴンの土地との国境の間にある地域。
この地域には、テラ・アルタ地区の12の市町村が含まれています：アルネス、バテア、ボット、カセ
レス、コルベラ・デ・エブレ、ラ・ファタレッラ、ガンデサ、オルタ・デ・サン・フアン、エル・ピネル・デ・
ブライ、ラ・ポブラ・デ・マサルカ、プラット・デ・コンテ、ビラルバ・デルス・アークス

1174 Ribera del Júcar ぶどう酒 スペイン

カスティーリャ・ラ・マンチャ州のクエンカ県南部

地域：
カサス・デ・ベニテス、カサス・デ・フェルナンド・アロンソ、カサス・デ・ギハッロ、カサス・デ・アロ、
エル・ピカソ、ポソアマルゴ、シサンテ

1175 Rioja ぶどう酒 スペイン リオハ

1176 Ribeira Sacra ぶどう酒 スペイン リベイラ・サクラ＝ガリシア

1177 Ribeiro ぶどう酒 スペイン

以下の地域に位置する土地

リバダビア、アルノイア、カストレロ・デ・ミーニョ、カルバレダ・デ・アビア、レイロ、センリェ、ビエー
ド、プンクシン、コルテガダ地区；オ・カルバリーニョ地区のバンガ、カバネラス、オ・バロンの教
区；ボボラス地区のパソス・デ・アレンテイロ、アルバレリョス、ラハサス、カメイサ、モルデスの教
区；ウレンセ地区のサンタ・クルス・デ・アラバルドおよびウンテスの地域、トエン地区のプガ、エイ
レクサ・デ・プガ、オリバール、フェア村、セレイロン、アロンゴスの教区；およびサン・アマロ地区
のア・トゥーザ村

これらの地域は、スペインのガリシア州ウレンセ県にある。

1178 Rueda ぶどう酒 スペイン

産地は、バリャドリッド県の南部に位置し、セゴビア県の西側やアビラ県の北側にあたる。

74の地域が含まれている：
バリャドリッド県に53、セゴビア県に17、アビラ県に14の地域。

1179 Ribera del Duero ぶどう酒 スペイン
カスティーリャ・イ・レオン自治州のブルゴス、セゴビア、ソリア、バリャドリッドの各県にある市町
村の人口単位に位置する土地で構成されている。この地域は、2020年3月6日付のEU公式公報
2020/C73/08に掲載されたリベラ・デル・ドゥエロの仕様書の第4項に定められている。

Getariako Txakolina

1180 Ribera del Guadiana ぶどう酒 スペイン

以下に示すサブゾーンおよび地域に位置する土地で構成されている：

ティエラ・デ・バロス：
アセウチャル、アヒリョネス、アランヘ、アルメンドラレホ、アロヨ・デ・サン・セルバン、アスアガ、ベ
ルランガ、カラモンテ、コルテ・デ・ペレアス、エントリン・バホ、フェリア、フエンテ・デル・マエスト
レ、グランハ・デ・トレルモサ、イグエラ・デ・ジェレナ、イニホサ・デル・バジェ、オルナチョス、ラ・モ
レラ、ラ・パラ、リジェラ、ジェレナ、マグイージャ、メリダ（グアディアナ川の左岸）、ノガレス、パロ
マス、プエブラ・デル・プリオール、プエブラ・デ・ラ・レイナ、リベラ・デル・フレスノ、サルバティエ
ラ・デ・ロス・バロス、サンタ・マルタ・デ・ロス・バロス、ソラナ・デ・ロス・バロス、トレ・デ・ミゲル・セ
スメロ、トレメヒーア、バレンシア・デ・ラス・トーレス、バルベルデ・デ・ジェレナ、ビジャフランカ・
デ・ロス・バロス、ビジャルバ・デ・ロス・バロス。

マタネグラ：
ビエンベニダ、カルサディージャ、フエンテ・デ・カントス、メディナ・デ・ラス・トーレス、プエブラ・デ・
サンチョ・ペレス、ロス・サントス・デ・マイモナ、ウサグレ、バレンシア・デル・ベントソ、サフラ。

リベラ・アルタ：
アルフヒュセン、ベンケレンシア、カンパナリオ、カラスカレホ、カステュエラ、ラ・コロナダ、クリス
ティーナ、ドン・アルバロ、ドン・ベニート、エスパラガレホ、エスパラゴサ・デ・ラ・セレナ、イグエラ・
デ・ラ・セレナ、ラ・ガロビージャ、グアレーニャ、ラ・アバ、マガセラ、マルパルティダ・デ・ラ・セレ
ナ、マンチータ、メデジン、メンガブリル、メリダ（グアディアナ川の右岸）、ミランディージャ、モンテ
ルルビオ・デ・ラ・セレナ、ラ・ナバ・デ・サンティアゴ、ナバルビジャル・デ・ペラ、オリバ・デ・メリダ、
キンタナ・デ・ラ・セレナ、レナ、サン・ペドロ・デ・メリダ、サンタ・アマリア、トルヒリャーノス、バルデ
トーレス、バルベルデ・デ・メリダ、バジェ・デ・ラ・セレナ、ビジャゴンザロ、ビジャヌエバ・デ・ラ・セ
レナ、ビジャール・デ・レナ、サラメア・デ・ラ・セレナ、ザルサ・デ・アランヘ。

リベラ・バハ：
ラ・アルブエラ、アルメンドラル、バダホス、ロボン、モンティホ、オリベンザ、ラ・ロカ・デ・ラ・シエ
ラ、タラベラ・デ・ラ・レアル、トレマヨール、バルベルデ・デ・レガネス、ビジャル・デル・レイ。

モンタンセス：
アルバラ、アルクエスカル、アルデア・デ・トルヒリョ、アルデアセテンエラ、アルモハリン、アロヨモ
リノス・デ・モンタンセス、カサス・デ・ドン・アントニオ、エスクリアル、ガルシアス、エゲイフエラ、イ
バヘルナンド、ラ・クンブレ、マドロニェラ、ミアハダス、モンタンセス、プエルト・デ・サンタ・クルス、
ロブレディージョ・デ・トルヒリョ、サルバティエラ・デ・サンティアゴ、サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ、
サンタ・マルタ・デ・マガスカ、トーレ・デ・サンタ・マリア、トレシージャ・デ・ラ・ティエサ、トルヒリョ、
バルデフエンテス、バルデモラレス、ビジャメシアス、ザルサ・デ・モンタンセス。

カニャメロ：
アリア、ベルソカナ、カニャメロ、グアダルーペ、バルデカバジェロス。

このワインの醸造および生産地域は、スペインのエストレマドゥーラ自治州にある。



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

Chacolí de Getaria

Txakolí de Getaria

1182 Rías Baixas ぶどう酒 スペイン

スペインの北西部、ガリシア地方に位置するポンテベドラ県とア・コルーニャ県南部の以下の市
町村：カンバドス、メアーニョ、サンセンショ、リバドゥミア、メイス、ビラノバ・デ・アウローサ、ポルタ
ス、カルダス・デ・レイス、ビラガルシア・デ・アウローサ、バッロ、オ・グレーヴ、ア・イリャ・デ・アウ
ローサ、サルバテラ・デ・ミーニョ、アス・ネベス、アルボ、クレセンテ、サルセダ・デ・カセラス、ポン
テアレアス、トゥイ、ロザル、トミーニョ、ア・グアルダ、ソウトマイオール、ベドラ。また、以下の市
町村の教区も含まれる：
カニサ市：バレイセ教区
モス市：ロウレド教区
ゴンドマール市：マニュフェ教区とビラサ教区
パドロン市：ルミジェ、カルカシア、イリア・フラビア、エルボン教区
テオ市：オサ、テオ、ランパイ、バモンデ、ラリス、ビラリーニョ、レイス教区
ボケイソン市：コデソ、ポウサダ、ウラル、レデスマ、ドナス、スシラ教区
トゥーロ市：ベンダーニャ教区

1183 Penedès ぶどう酒 スペイン

以下に示す(1)バルセロナ県または(2)タラゴナ県の地域で構成されている：

アブレラ (1)、アイグアムルシア (2)、アルビニャナ (2)、ラルボス (2)、アビニョネット・デル・ペネデ
ス (1)、バニェレス・デル・ペネデス (2)、ベグエス (1、ベルヴェイ (2)、ラ・ビスバル・デル・ペネデス
(2)、ボナストレ (2)、レス・カバニェス (1)、カラフェル (2)、カニェリェス (1)、カブレラ・ディ・イグアラ
ダ (1)、カステレット・イ・ラ・ゴルナル (1)、カステルヴィ・デ・ラ・マルカ (1)、カステルヴィ・デ・ロザ
ネス (1)、セルベリョ (1)、コルベラ・デ・リョブレガット (1)、クブエリェス (1)、クニット (2)、フォント・
ルビ (1)、ヘリダ (1)、ラ・グラナダ (1)、エルス・オスタレッツ・デ・ピエロラ (1)、ラ・リャクナ (1)、リョ
レンス・デル・ペネデス (2)、マルトレル (1)、マスケファ (1)、メディオナ (1)、モンメル (2)、オレルド
ラ (1)、オレサ・デ・ボネスバルス (1)、オリベリャ (1)、パックス・デル・ペネデス (1)、ピエラ (1)、エ
ル・プラ・デル・ペネデス (1)、ポントンズ (1)、プイグダルベール (1)、サン・クガット・セスガリゲス
(1)、サン・エステベ・セスロビレス (1)、サン・ハウメ・デルス・ドメニス (2)、サン・リョレンス・デ・オ
ルトンズ (1)、サン・マルティ・サロカ (1)、サン・ペレ・デ・リベス (1)、サン・ペレ・デ・リウデビトリェス
(1)、サン・キンティ・デ・メディオナ (1)、サン・サドゥルニ・ダノイア (1)、サンタ・フェ・デル・ペネデス
(1)、サンタ・マルガリダ・イ・エルス・モンホス (1)、サンタ・マリア・デ・ミラジェス (1)、サンタ・オリバ
(2)、シッチェス (1)、スビラッツ (1)、トレレビット (1)、トレレッス・デ・フォイ (1)、バリラーナ (1)、エ
ル・ヴェンドレル (2)、ビラフランカ・デル・ペネデス (1)、ビラノバ・イ・ラ・ゲルトル (1)、ビロビ・デ
ル・ペネデス (1)

1184 Empordà ぶどう酒 スペイン

以下の地域の地区で構成されている：

アグリャナ、アビニョネット・デル・プイグベントス、ビウレ、ボアデリャ・イ・レス・エスカウレス、カバ
ネス、カダケス、カンタリョップス、カプマニ、システラ、コレラ、ダルニウス、エスポリャ、フィゲラ
ス、ガリグエラ、ラ・ジョンクエラ、リャンサ、リェルス、マサラク、モレット・デ・ペララーダ、パラウ＝
サベレデラ、パウ、ペドレト・イ・マルザ、ペララーダ、ポント・デ・モリンズ、ポルトブー、ポルト・デ・
ラ・セルバ、ラボス、ロセス、サン・クリメント・セスセベス、セルバ・デ・マール、テラデス、ビラファ
ント、ビラジュイガ、ビラマニスクリ、ビラナント、ベグール、ベルクレイレ・デ・エンポルダ、カロン
ジェ、カステル＝プラトハ・ダロ、コルサ、クルイリェス、モネリス・イ・サン・サドゥルニ・デ・レウラ、
フォラジャック、ラ・ビスバル・デ・エンポルダ、モントラス、パラフルゲル、パラモス、パラウ＝サ
トール、パルス、レヘンコス、サン・フェリウ・デ・ギクスル、サンタ・クリスティーナ・ダロ、トレント、
トロレリャ・デ・モントグリ、ウジャ、バリャ＝ジョブレガ。

1185 Navarra ぶどう酒 スペイン ナバラ州

1186 Cigales ぶどう酒 スペイン

スペインのドゥエロ盆地の北部セクターに広がり、ピスエルガ川の両岸に位置し、面積は574 km
²。この地域には以下の地域が含まれる：

バリャドリッド県：
カベソン・デ・ピスエルガ、シガレス、コルコス・デル・バジェ、クビリャス・デ・サンタ・マルタ、フエン
サルダーニャ、ムシエンテス、キンタニージャ・デ・トリゲロス、サン・マルティン・デ・バルベニ、サ
ントベニア・デ・ピスエルガ、トリゲロス・デル・バジェ、バロリア・ラ・ブエナ；　「エル・ベロカル」と呼
ばれる地区は、バリャドリッド県の境界、バリャドリッド-フエンサルダーニャ-ムシエンテス道路、
ピスエルガ川に囲まれており、この地域はバリャドリッド市に属する

パレンシア県：
ドゥエニャス

1187 Manchuela ぶどう酒 スペイン

以下の地域に位置するアルバセテ県およびクエンカ県のブドウ畑が含まれる。これらはスペイン
のカスティーリャ・ラ・マンチャ自治州にある：

アルバセテ県：
アベンヒブレ、アラトス、アルボレア、アルカラ・デ・フーカル、バルサ・デ・ベス、カルセレン、カサ
ス・イバニェス、カサス・デ・フアン・ヌニェス、カサス・デ・ベス、セニサテ、フエンテアルビージャ、
ゴロサルボ、ラ・ヒネタ、ホルケラ、マドリゲラス、マホラ、モティジェハ、ナバス・デ・ホルケラ、ポ
ソ・ロレンテ、ラ・レクエハ、バルデガンガ、ビジャ・デ・ベス、ビジャマレア、ビジャトーヤ、ビジャバ
リエンテ

クエンカ県：
アラルコン、アリアギージャ、アルモドバール・デル・ピナール、バルチン・デル・ホーヨ、ブエナ
チェ・デ・アラルコン、カンピージョ・デ・アルトブエイ、カルデネテ、カサシマロ、カスティジェホ・デ・
イニエスタ、チュミリャス、エンギダノス、ガバルドン、ガラバージャ、グラハ・デ・カンパルボ、グラ
ハ・デ・イニエスタ、エル・エルンブラール、オンテシージャス、イニエスタ、ランデテ、レダーニャ、
ミングラニージャ、ミラ、モティージャ・デル・パランカール、ナルボネタ、オルメディージャ・デ・アラ
ルコン、パラクエリョス・デ・ラ・ベガ、エル・ペラル、ラ・ペスケラ、エル・ピカソ、ピケラス・デル・カス
ティージョ、ポソルビエロス、プエブラ・デル・サルバドール、キンタナール・デル・レイ、ソレラ・デ・
ガバルドン、タラユエラス、テバール、バルエルモソ・デ・ラ・フエンテ、バルベルデホ、ビジャガル
シーア・デル・ジャーノ、ビジャルパルド、ビジャヌエバ・デ・ラ・ハラ、ビジャルタ、ビリョーラ、イエメ
ダ

1181 ぶどう酒 スペイン ギプスコア、バスク州



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

1188 Málaga ぶどう酒 スペイン

アンダルシア自治州の、以下の地域に位置する土地で構成されている：

マラガ県に属するマラガ、アラメダ、アルカウシン、アルファルナテ、アルファルナテホ、アルガロ
ボ、アルハウリン・デ・ラ・トーレ、アルマチャール、アルマルゲン、アルモヒーア、アルオラ、アンテ
ケラ、アルチェス、アルキドナ、アレナス、アリャテ、アタハテ、ベナダリッド、ベナマルゴサ、ベナモ
カラ、ベナラバ、エル・ボルヘ、カンピージョス、カニジャス・デ・アセイチューノ、カニジャス・デ・ア
ルバイダ、カルトマ、カサベルメハ、カサレス、コルメナール、コマレス、コンペタ、コルテス・デ・ラ・
フロンテラ、クエバス・バハス、クエバス・デル・ベセロ、クエバス・デ・サン・マルコス、クタール、エ
ステポナ、フリヒリアナ、フエンテピエドラ、ガウシン、ウミジャレド、イスナテ、マチャラビア、マニル
バ、モクラインホ、モリーナ、ネルハ、ペリアナ、ピサラ、リンコン・デ・ラ・ビクトリア、リオゴルド、ロ
ンダ、サラレス、サヤロンガ、セデリャ、シエラ・デ・イエグアス、トレモリノス、トロックス、トタラン、
ベレス・マラガ、ビジャヌエバ・デ・アルガイダス、ビジャヌエバ・デル・ロザリオ、ビジャヌエバ・デ・
タピア、ビジャヌエバ・デル・トラブコ、ラ・ビニュエラ、ルドバ県に属するベナメヒおよびパレンシア
ナの地域

1189 Cava ぶどう酒 スペイン カヴァ地方

Cataluña

Catalunya

1191 Jumilla ぶどう酒 スペイン
フムリッリャ（ムルシア県）およびオンツール、アルバタナ、ヘリン、トバラ、フエンテアラモ、モンテ
アレグレ・デル・カスティージョ（アルバセテ県）の一部の地域

1192 La Mancha ぶどう酒 スペイン ラ・マンチャ （カスティーリャ・ラ・マンチャ自治州。）

Jerez-Xérès-Sherry

Jerez

Xérès

Sherry

1194 Cariñena ぶどう酒 スペイン
アラゴン自治州、サラゴサ県に位置する以下の地域の土地で構成されている：アグアロン、アラド
レン、アルファメン、アルモナシッド・デ・ラ・シエラ、アルパルティル、カリニェナ、コスエンダ、エン
シナコルバ、ロンガレス、メサロチャ、ムエル、パニサ、トソス、ビジャヌエバ・デ・ウエルバ

1195 Calatayud ぶどう酒 スペイン

アラゴン自治州にある以下の地域
アバント、アセレド、アラルバ、アルハマ・デ・アラゴン、アニニョン、アリサ、アテア、アテカ、ベルモ
ンテ・デ・グラシアン、ブビエルカ、カラタユド、カレナス、カステホン・デ・ラス・アルマス、カステホ
ン・デ・アラルバ、セルベラ・デ・ラ・カニャダ、セティナ、クラレス・デ・リボタ、コドス、エル・フラス
ノ、フエンテス・デ・ヒロカ、ゴドホス、イブデス、ハラバ、マルエンダ、マラ、ミエデス、モンテルデ、
モントン、モラタ・デ・ヒロカ、モロス、ムネブレガ、ヌエバロス、オルベス、オレラ、パラクエリョス・
デ・ヒロカ、ルエスカ、セディレス、テレール、トラルバ・デ・リボタ、トリヒホ・デ・ラ・カニャダ、バルト
レス、ベリージャ・デ・ヒロカ、ビジャルバ・デル・ペレヒル、ビジャレンガ、ビジャローヤ・デ・ラ・シエ
ラ、ラ・ビルエーニャ

1205 Bullas ぶどう酒 スペイン

ムルシア州の以下の地域に位置する土地で構成されています：ブルラス、セヘギン、ムーラ、プリ
エゴ、リコテ；カラスパラ市町村では、セグラ川とセヘギンおよびムーラの行政境界の間に含まれ
る地域；カラバカ市町村では、アラバル・デ・ラ・エンカルナシオン、カンポ・コイ、カニャダ・デ・ラ・
シマ、カニャダ・レングアの地域；モラタリャ市町村では、ベニサール、オトス、マズーサ、イナサレ
ス、ラ・ロガティバの集落、ラス・カニャダス地域、ウレアのランブラとセヘギンおよびカラスパラの
市町村の行政境界の間にある地域；ロルカ市町村では、アビレス、コイ、ドニャ・イネス、ラ・パカ、
ザルサディージャ・デ・トタナの集落；シエサおよびトタナの地区では、これらの地区とリコテおよび
ムーラ地区、ロルカおよびムーラとの間に含まれるブドウ畑

Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Bizkaia

Txakolí de Bizkaia

1213 Bierzo ぶどう酒 スペイン レオン

1206 ぶどう酒 スペイン

海抜400メートル以下の高度に位置する土地で構成されており、バスク州ビスカヤ県の市町村の
いずれかに所在し、認可された品種のブドウの生産に適していることが求められる。また、原産
地名称によって保護される特定の特性を持つワインを生産するために必要な品質を備えており、
そのように登録されている必要がある。

1215 Alicante ぶどう酒 スペイン

アリカンテ県に位置する土地で構成されており、保護の対象となる地域の小さな地理的単位であ
るサブゾーンに分類され、以下の市町村が含まれている：

サブゾーン L´Alacantí: アリカンテ

サブゾーン L’Alcoià: バニエレス・デ・マリオラ、カスタリャ、イビ、オニル、ティビ、アルコイ、ベニ
ファリム、ペナギラ

サブゾーン アルト・ビナロポおよびメディオ・ビナロポ: アルゲーニャ、ベネイシャマ、ビアール、カ
ンポ・デ・ミラ、カニャダ、エルダ、ホンドン・デ・ラス・ニエベス、ホンドン・デ・ロス・フライレス、ラ・ロ
マナ、モノバール、パルティダ・エル・マニャン、ペトレル、ピノソ、サリナス、サックス、ビリェナ、ノ
ベリダ市町村の地域。

また、アリカンテ県のオリウエラ市町村にあるバルバロハ地域、アバニージャ市町村のカントン、
カニャダ・デ・ラ・レーニャ、マシスカダの地域；フミリャ市町村のアルベルキージャ、カニャダ・デ・ト
リゴ、ラハ、カサ・ロス・フライレス、トレ・デル・リコ、ザルサの地域；イエクラ市町村のホヤスおよ
びラスパイの地域も含まれる。これらは、1957年2月21日の命令によって承認されたアリカンテ原
産地名称の規則に基づき、原産地名称に登録されており、登録されたワイナリーでのブドウ、モ
スト、ワインの生産が専らアリカンテ原産地名称によって保護された製品の取得に向けられてい
る限り、登録が中断されていないことが条件である

サブゾーン バホ・ビナロポ: エルチェ、クレビジェンテ、サンタ・ポーラ

サブゾーン ラ・マリーナ・アルタ: アルカラリー、ベニアールベイグ、ベニチェンブラ、ベニドレイグ、
ベニメリ、ベニッサ、ベニタチェル、カルペ、カステル・デ・カステリャ、デニア、エルス・ポブレッツ、
ガタ・デ・ゴルゴス、リリベル、ムルラ、オンダラ、オルバ、パルセント、ペドレゲル、サグラ、サネト・
イ・ネグラル、セニハ、テウラダ、ラフォール・デ・アルムニア、トルモス、バル・デ・ラグアルト、エ
ル・ベルヘル、ハベア、ハロ、シャロ

サブゾーン ラ・マリーナ・バハ: ベニドルム、アルファス・デル・ピ、アルテア、フィネストラ、ラ・ヌシ
ア、ポロップ・デ・ラ・マリーナ、グアダレスト、ベニマンテル、ベニファト、コンフリデス、セリャ、ベニ
アルダ、ボルーリャ、レレウ、ビジャホイーサ、オルケタ

サブゾーン エル・コムタ: アルファファラ、アルコレチャ、アルコセール・デ・プラネス、アグレス、
ムーロ・デ・アルコイ、ガヤネス、ベニアレース、ベニマソト、ロルチャ、プラネス、トリョス、ファメル
カ、クアトレトンデタ、ベナサウ、ゴルガ、ミレナ、バロネス、ベニリョバ、ベニリュプ、アルケリア・
デ・アスナール、アルムダイナ、ベニマルフ、コセンティーナ

また、「ラ・マタ・イ・トレヴィエハ自然公園」の境界内に位置するブドウ畑も含まれる

1190 ぶどう酒 スペイン カタルーニャ自治州にあるバルセロナ県、ジローナ県、リェイダ県、タラゴナ県の一部の地域

1193 ぶどう酒 スペイン

アンダルシア自治州の以下の地域：

ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ、サンルーカル・デ・バラメダ、エル・プエルト・デ・サンタ・マリア、チピ
オナ、チクラナ、ロタ、トレブフエナ、プエルト・レアル、レブリハ
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1216 Almansa ぶどう酒 スペイン

カスティーリャ・ラ・マンチャの南東部、アルバセテ県に位置する。

以下の市町村にある区画および小区画が含まれる： アルマンサ、アルペラ、ボネテ、コラル・ル
ビオ、イゲルエラ、ホヤ・ゴンザロ、ペトローラ、チンチリャ：AB-402サービス道路（ホルナからベン
ト・デ・アルハマへ向かう道路）によって区切られた地域で、片側はペトローラおよびコラル・ルビ
オの市町村と接し、もう片側はボネテ、イゲルエラ、ホヤ・ゴンザロの市町村と接している

1230 Vinohradnícka oblasť Tokaj ぶどう酒 ハンガリー
トカイワイン生産地域は、チェルホフ、ヴェルカ・トルニャ、マラ・トルニャ、スロバキア・ノヴェ・メス
ト、バラ、チェルノホフ、ヴィニチキのトカイ市町村の地籍区域の境界によって囲まれたワイン生
産地域。

1240
Κουμανδαρία
(KOYMANDARIA)

ぶどう酒 キプロス

コマンダリアの区画された地理的区域は、キプロスの14のワインコミュニティで構成されている。
具体的には以下のとおり：

Άγιος Γεώργιος Συλίκου (Ayios Georgios Silikou)、Άγιος Κωνστα
ντίνος (Ayios Konstantinos)、Άγιος Μάμμας (Ayios Mamas)、Άγιος Παύλο
ς (Ayios Pavlos)、Αψιού (Apsiou)、Γεράσα (Yerasa)、Δωρός (Doros)、Ζωοπη
γή (Zoopiyi)、Καλό Χωριό (Kalo Chorio)、Καπηλιό (Kapilio)、Λάνια (Lania)、
Λουβαράς (Louvaras)、Μονάγρι (Monagri)、Συλίκου (Silikou)

1241 Gioia del Colle ぶどう酒 イタリア

以下の地区を含む：

アクアヴィーヴァ・デッレ・フォンティ、アデルフィア、カザマッシマ、カッサーノ・ムルゲ、カステッ
ラーナ、グロッテ、コンヴェルサーノ、ジョイア・デル・コッレ、グルーモ・アプーラ、ノーチ、プティ
ニャーノ、ルティリアーノ、サンミケーレ・ディ・バリ、サンニカンドロ・ディ・バリ、サンテラモ・イン・
コッレ、トゥーリ、そしてバリ県のその他の地域。これらは、原産地名称「ジョイア・デル・コッレ」の
仕様書に記載されている通り（登録ファイル番号 PDO-IT-A0549）

1245 Franciacorta ぶどう酒 イタリア

以下の地区を含む：パラティコ、カプリオロ、アドロ、エルブスコ、コルテフランカ、イゼオ、オメ、モ
ンティチェッリ・ブルサーティ、ロデンゴ・サイアーノ、パデルノ・フランチャコルタ、パッシラーノ、プ
ロヴァリオ・ディ・イゼオ、チェラティカ、グッサゴ、そしてブレシア県のその他の地域。これは、原
産地名称「フランチャコルタ」の仕様書に記載されている通り（登録ファイル番号 PDO-IT-
A1034）。

1246 Dons ぶどう酒 デンマーク

コルディング近くのドンス町；より具体的には、アルミンドのドンス・ビー地籍区域内にある氷河後
の砂利と砂の堆積物によるトンネルバレー。ドンス・ビー地籍区域は、853ヘクタールの面積を持
ち、1821年から区画図で明確に区分されている。

ブドウ畑は標高25〜60メートルの位置にあり、海からの距離は約7キロメートルで、コルディング
フィヨルドに近い場所にある。

1249 Aylés ぶどう酒 スペイン

アラゴン自治州に位置している、Vino de Pagoワインを生産するブドウ畑を含む可能性のある
「アイレス 」農場のエリアには、メサロチャ市（サラゴサ）の以下の区画が含まれる：
Polygon 16:
Plot 2, enclosures 1,3,5,7,8,9,10,12,21,36,37
Plot 3, enclosure 1
Plot 4, enclosure 1
Plot 12, enclosures 4,16,17,18,19,20,33,39,40,45,47,48,50,51,53,55,56,57
Plot 13, enclosure 23
Polygon 19:
Plot 212, enclosure 1
Plot 213, encloses 1 and 3
Plot 214, enclosures 1 and 4
enclosureは「Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC)」（農業区画の地理情報
システム）の参照に対応している。

1250 Condado de Huelva ぶどう酒 スペイン

生産地域は、ウエルバ県の以下の市町村を含む：アルモンテ、ベアス、ボリリョス・パル・デル・コ
ンデ、ボナレス、チュセナ、ヒブラレオン、イノホス、ラ・パルマ・デル・コンデ、ルセナ・デル・プエル
ト、マンサニージャ、モグエル、ニエブラ、パロス・デ・ラ・フロンテーラ、ロシアナ・デル・コンデ、サ
ン・フアン・デル・プエルト、トリゲロス、ビジャルバ・デル・アルコール、ビジャラサ。

熟成地域は、アルモンテ、ボリリョス・パル・デル・コンデ、チュセナ、ヒブラレオン、ラ・パルマ・デ
ル・コンデ、マンサニージャ、モグエル、ロシアナ・デル・コンデ、サン・フアン・デル・プエルト、ビ
ジャルバ・デル・アルコールの市町村で構成されている。

生産、熟成 地域は、アンダルシア自治州に位置している。

1251 Dehesa del Carrizal ぶどう酒 スペイン
カスティーリャ・ラ・マンチャ州レトゥエルタ・デル・ブラーケ（シウダ・レアル）市区町村区の以下の
区画、ポリゴン9の区画449a、449ec、449ea、449eb、449ada、449adb、449adc、449eca、およびポ
リゴン23の区画860a、860b、860cが含まれる。

1252 Islas Canarias ぶどう酒 スペイン カナリア諸島全域

1253 Lanzarote ぶどう酒 スペイン
これらのワインの生産、貯蔵、熟成、瓶詰めのエリアには、ランサローテ島（カナリア諸島、スペイ
ン）全体が含まれる。

1254 La Palma ぶどう酒 スペイン

生産地域は、カナリア諸島自治州のラ・パルマ島の以下のサブゾーンに位置する土地で構成さ
れている。

ラ・パルマ北部サブゾーン：ティハラフェ、プンタゴルダ、ガラフィア、バルロベント、サン・アンドレ
ス、ソーセス、プンタジャナの各自治体
ホヨ・デ・マソサブゾーン：サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ、ブレーニャ・アルタ、ブレーニャ・バハ、ビ
ジャ・デ・マソの各自治体
フエンカリエンテサブゾーン：フエンカリエンテ、ロス・ジャノス、エル・パソ、タサコルテの各自治体

1257 Ycoden-Daute-Isora ぶどう酒 スペイン
生産地域は、スペインのテネリフェ島にある以下の自治体で構成されている：サン・フアン・デ・
ラ・ランブラ、ラ・グアンチャ、イコド・デ・ロス・ビノス、ガラチコ、ロス・シロス、ブエナビスタ・デル・
ノルテ、エル・タンケ、サンティアゴ・デル・テイデ、グイア・デ・イソラ。
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1258 Sierras de Málaga ぶどう酒 スペイン

「シエラス・デ・マラガ」の区画された地域は、スペインのマラガ州にある自治体および隣接する自
治体に対応しており、これらはその仕様書に記載されている。保護の内部ゾーニングには、「セラ
ニア・デ・ロンダ」サブゾーンや、保護地域よりも小さい他の異なる地理的単位が含まれており、こ
れらもその仕様書で定義されている。

Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda

Manzanilla

1267 Monterrei ぶどう酒 スペイン

モンテレイ渓谷：カストレロ・ド・バル、モンテレイ、オインブラ、ベリンの一部の自治体を含む
モンテレイ丘陵：ビラルデボスの自治体と、カストレロ・ド・バル、オインブラ、モンテレイ、ベリン、
リオスの一部の自治体で構成される
この地域全体は、ガリシア自治州にあるオウレンセ地域に位置している。

1278 Bolgheri ぶどう酒 イタリア
原産地呼称 「ボルゲリ 」の仕様書に明記されている通り、イタリアのリヴォルノ県カスターグネト・
カルドゥッチ郡の行政管轄区域を含む。

1295 Σαντορίνη(Santorini) ぶどう酒 ギリシャ ギリシャ南部エーゲ海地方のティラ島（サントリーニ島）とティラシア島を含む

1302
Alsace grand cru Altenberg de
Bergbieten

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1303
Alsace grand cru Altenberg de
Bergheim

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1304
Alsace grand cru Altenberg de
Wolxheim

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1305 Alsace grand cru Brand ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1306 Alsace grand cru Bruderthal ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1307 Alsace grand cru Mandelberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1308 Alsace grand cru Eichberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1309 Alsace grand cru Engelberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1310 Alsace grand cru Florimont ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1311 Alsace grand cru Frankstein ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1312 Alsace grand cru Froehn ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1313 Alsace grand cru Furstentum ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1314 Alsace grand cru Geisberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1315 Alsace grand cru Gloeckelberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1316 Alsace grand cru Goldert ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1317 Alsace grand cru Hatschbourg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1318 Alsace grand cru Hengst ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1319 Alsace grand cru Kaefferkopf ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1320 Alsace grand cru Kanzlerberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1321 Alsace grand cru Kastelberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1322 Alsace grand cru Kessler ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1323
Alsace grand cru Kirchberg de
Barr

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1324
Alsace grand cru Kirchberg de
Ribeauvillé

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1325 Alsace grand cru Kitterlé ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1326 Alsace grand cru Mambourg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

Valais

Wallis

1332 Alsace grand cru Marckrain ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1333 Alsace grand cru Moenchberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1334 Alsace grand cru Muenchberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1335 Alsace grand cru Ollwiller ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1329 ぶどう酒 スイス ヴァレー州

1266 ぶどう酒 スペイン

生産地域は、アンダルシア自治州のヘレス・デ・ラ・フロンテーラ、エル・プエルト・デ・サンタ・マリ
ア、サンルーカル・デ・バラメダ、トレブフヘナ、チピオナ、ロタ、プエルト・レアル、チクラナ・デ・ラ・
フロンテーラ、レブリハの自治体に位置する土地で構成されている。この地域は、東側がグリニッ
ジ子午線5º49'西、北側が緯度36º58'北で区切られている。
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1336 Alsace grand cru Osterberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1337 Alsace grand cru Pfersigberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1338 Alsace grand cru Pfingstberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1339 Alsace grand cru Praelatenberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1340 Alsace grand cru Rangen ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1341 Alsace grand cru Rosacker ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1342 Alsace grand cru Schlossberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1343 Alsace grand cru Saering ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1344
Alsace grand cru
Schoenenbourg

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1345 Alsace grand cru Sommerberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1346 Alsace grand cru Sonnenglanz ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1347 Alsace grand cru Spiegel ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1348 Alsace grand cru Sporen ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1349 Alsace grand cru Steinert ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1350 Alsace grand cru Steingrubler ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1351 Alsace grand cru Steinklotz ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1352 Alsace grand cru Vorbourg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1353 Alsace grand cru Winzenberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1354
Alsace grand cru Wineck-
Schlossberg

ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1355 Alsace grand cru Zinnkoepflé ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1356 Alsace grand cru Zotzenberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1357 Alsace grand cru Wiebelsberg ぶどう酒 フランス オー・ラン県、バ・ラン県

1361 Abadía Retuerta ぶどう酒 スペイン

スペインの中央北部にあるカスティーリャ・イ・レオン自治州のバリャドリッド州、サルドン・デ・ドゥ
エロ自治体に属している。これはポリゴン2内に位置し、以下の区画を含んでいる：区画1、区画
4、区画5、区画6、区画8、区画9、区画10、区画13、区画14、および区画9000。これらはスペイン
の農業区画地理情報システム（SIGPAC）に基づいており、権限のある機関の好意的決定の日に
公開されたもので、560.49ヘクタールの連続した土地面積からなる。

1362 Abona ぶどう酒 スペイン
スペインのカナリア諸島自治州にあるテネリフェ島の以下の自治体で構成されている：アデヘ、ア
リコ、アロナ、ファスニア、グラナディージャ・デ・アボナ、サン・ミゲル・デ・アボナ、ビラフロール

1363 Dehesa Peñalba ぶどう酒 スペイン

スペインの中央北部にあるカスティーリャ・イ・レオン自治州のバリャドリッド州、ビジャバーニェス
自治体に位置しており、総面積は91.4287ヘクタールである。この地域は、以下のSIGPAC（スペイ
ンの農業区画地理情報システム）区画によって定義された連続した土地で構成されている。

— ポリゴン6：区画5 121、5 122、5 123、5 124、5 125および区画9 003の囲い3（灌漑用水路）。
DOP「デヘサ・ペニャルバ」によって保護されたワインの生産および熟成は、前述の区画で区切ら
れた地域で行われる。

(*) SIGPACは更新されるため、上記の参照は2020年に公開されたSIGPACに対応していることに
注意が必要である。

1364 El Hierro ぶどう酒 スペイン スペインのカナリア諸島自治州にあるエル・ヒエロ島の全ての栽培面積

1365 La Gomera ぶどう酒 スペイン
スペインのラ・ゴメラ島全体を含んでおり、以下の6つの自治体で構成されている：アグーロ、アラ
ヘロ、エルミグア、サン・セバスティアン、バジャエルモソ、バジェ・グラン・レイ

1368 Tacoronte-Acentejo ぶどう酒 スペイン
スペインのカナリア諸島自治州にあるテネリフェ島の以下の自治体に位置する土地で構成され
ている：アラフォ、カンデラリア、ギマール

1369 Urueña ぶどう酒 スペイン
スペインのカナリア諸島自治州にあるテネリフェ島の以下の自治体に位置する土地で構成され
ている：アラフォ、カンデラリア、ギマール

1370 Valle de Güímar ぶどう酒 スペイン
スペインのカナリア諸島自治州にあるテネリフェ島の以下の自治体に位置する土地で構成され
ている：アラフォ、カンデラリア、ギマール

1371 Valle de la Orotava ぶどう酒 スペイン
スペインのカナリア諸島自治州にあるテネリフェ島の以下の自治体で構成されている：ラ・オロタ
バ、ロス・レアレホス、プエルト・デ・ラ・クルス

1374 Coteaux Bourguignons ぶどう酒 フランス ローヌ県、ヨンヌ県、ソーヌ・エ・ロワール県、コート・ドール県

1375 Coteaux Varois en Provence ぶどう酒 フランス バール県

1378 Fronton ぶどう酒 フランス オート・ガロンヌ県、タルヌ・エ・ガロンヌ県

1379 Irancy ぶどう酒 フランス ヨンヌ県

1380 Languedoc ぶどう酒 フランス オード県、ガル県、エロー県、ピレネー・オリアンタル県



登録番号 原産地名称 製　品 原産国 産　　　　　地

1381 Luberon ぶどう酒 フランス ヴォクリューズ県

1382 Malepère ぶどう酒 フランス オード県

1387 Montlouis-sur-Loire ぶどう酒 フランス アンドル・エ・ロワール

1389 Orléans ぶどう酒 フランス ロワレ県

1392 Saint-Bris ぶどう酒 フランス ヨンヌ県

1393 Saint-Mont ぶどう酒 フランス ジェール県

1395 Ventoux ぶどう酒 フランス ヴォクリューズ県

1401 Bolgheri Sassicaia ぶどう酒 イタリア
リヴォルノ州にあるカステニェート・カルドゥッチの自治体の行政管轄内に位置する小さな区画さ
れた地域

1419 Trento ぶどう酒 イタリア トレント州内の区画された地域

［備考］
(1)「登録番号」は、リスボン協定により国際登録されている原産地名称の国際登録番号である。
(2)「製品」はリスボン協定により国際登録されている原産地名称の使用に係る製品である。
(3)「原産国」は、リスボン協定により国際登録されている原産国名である。
(4)「産地」を含め、本リストは仮訳を含んでおり、詳細は、リスボン協定データベースを確認すること。
https://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/
(5)本リストは令和7年3月現在のものである。
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