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本稿では� 引用情報に基づく基本特許などの重要特許抽出実験について報告する� 特許からの引例抽出� 引例

に基づく重要特許抽出� 引用情報の可視化について述べる� 国内特許約 ���万件から発明者引例� 審査官引例の

抽出を行い� それぞれの性質に違いがあることを明らかにした� 引例の被引用数に基づく重要特許抽出実験を

行った結果� 特許庁サイトの報告書における重要特許の多くを抽出することが出来た� 重要特許間の時系列的関

係を表現する� 引用情報に基づく引用フローによる可視化手法を提案し� 実際のデータで有効性を確認した�
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� はじめに

論文� 特許� 技術報告書など電子化された技術文書

が年々増大し� ネットを通じて入手可能となってきて

いる� それらの技術文書を利用して技術のサーベイや

特許の動向調査を行う場合� 重要な技術とそれらの間

の関係を知ることが必要となる�

技術文書の中でも特許は� 侵害訴訟やライセンス供

与など組織にとり大きな経済的影響を及ぼす可能性

のある文書であり� 基本特許などの重要特許抽出のよ

うな特許を対象にした分析技術の開発が重要性を増

している�

重要特許抽出に関しては論文と同様に� 重要な技術

に関する文書は被引用数が大きい傾向にあると言わ

れる� 折しも平成 ��年 �月に設けられた「先行技術

文献情報開示制度」により� 先行技術文献情報を特許

出願明細書に記載する必要があるとされ� 今後は特許

における引用情報である引例が増えることが予想さ

れる�

本稿では� 国内特許を対象にした引例抽出� 抽出し

た引例に基づく重要特許抽出� および重要特許間の関

係の可視化に関する実験について報告する�

� 特許からの引例抽出

本節では� 特許からの引例抽出について説明する�

国内特許では先行技術との違いを明確にし特許性

を主張するために� 発明者により出願時に先行技術文

献が引例として明細書に記述される� また登録時には

審査官により関連のある特許が付与される� 本稿では

前者を発明者引例� 後者を審査官引例と呼ぶ�

��� 発明者引例の抽出

発明者引例は� 特許明細書に次のように記述され

る�

【００２４】また、特開平５－３０５５８６号公報には、
脚式移動ロボットの傾斜姿勢をＺＭＰ目標位置によって
制御する点について開示している。

発明者引例はこの例「特開平５－３０５５８６」のよ

うに独特の表現であるため� 文字列のパターンマッチ

により抽出を行う� ただし次の �つの問題点がある�

� 列挙型の記述

� 特許番号での記述

複数の特許を列挙する時� 次の例の「同６０－１４０

３４１」のように一部が省略される場合がある�

【００３１】一方、有機シロキサン化合物は、写真用印
画紙、写真用フィルムの表面特性、例えば、べたつき感、
くっつき耐性、耐傷性、すべり性等の向上を目的として
ハロゲン化銀写真感光材料に従来より用いられてきた。
特開昭５０－１１７４１４号、同６０－１４０３４１号、
同６０－１９１２４０号、同６２－２０３１５２号、同
６２－２０３１５５号、特開平２－２９３８４３号等に
それらの適用について詳細に記されている。

���

このような列挙型の記述に対しては� 省略されてい

ない直前の番号を用いて省略された情報を適宜補完

するようにした�

「特許３１４８８３０」のように特許番号で記述され

る場合� 「米国特許３１４８８３０」の一部なのかそう

ではないのかの判断が必要となる�

特許番号での記述に対しては� 直前が国名かどうか

などを判断することで多くの場合適切な結果が得ら

れることが予備調査より分かったため� それにより対

処した�

��� 審査官引例の抽出

審査官引例は� 登録特許の書誌情報として次のよう

に記述される� 審査官引例は� この書誌情報から抽出

を行う�

����【参考文献】
【文献】特開 平３－１６１２９０（ＪＰ，Ａ）
【文献】特開 昭６１－２１１１７７（ＪＰ，Ａ）
【文献】特公 昭４８－３９４２５（ＪＰ，Ｂ１）

��� 予備実験における引例抽出結果

国内特許の引例には発明者引例� 審査官引例とも�

国内特許以外に外国特許や文献 �論文� 本� ��� �が記

述される場合がある� そこで� どのような引例がどの

程度存在するかを調査する予備実験として� ����～

����年の登録系特許 ��������� 件を対象に上記方法

で引例抽出を行った�

予備実験における抽出引例数を� 表 � に示す� 「特

許件数」は �件以上の発明者引例を持つ特許件数を�

「平均引例数」は �件以上の発明者引例を持つ特許

における平均引例数をそれぞれ表す�

�
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表 �� 予備実験における抽出引例数

引例 引例数 特許件数 平均引例数

発明者引例 ��������� �����  �� 

審査官引例 ������ �� ����� � ���

発明者引例は全体の ��! �" �����  # ����������

の特許で �件以上記述されているのに対し� 審査官引

例は ��! �" ����� � # ����������とかなりの率で

付与されている�

発明者引例� 審査官引例とも引例が記述される場合

はどちらも平均 �件ほどである�

発明者引例と審査官引例の重なりは ���� � 件と�

あまり多くはなかった �発明者引例の �!� 審査官引

例の �!��

発明者引例に関する抽出引例数の� 国内特許� 外国

特許� 文献別の内訳を表 � に示す� 「列挙型」は列挙

型の記述から抽出された引例の内数である� 内訳の例

えば「特開」は� 特許明細書において「特開昭５０－１

１７４１４」のように記述された引例を表す� 発明者

引例の場合� 文献は抽出対象には含めていない�

表 �� 発明者引例の内訳

引例数 割合 列挙型 内訳

� ����� ���� ������� 特開

���� �$ ���� �$����� 米国特許

�� ���� ���� ���$�� 特公

�����$� ��� ���� 特願

 ����� �� ��� 実開

������ ��� ����$ 英国特許

���� � ��� ��� 実公

����� �� ����� 欧州特許

$�� � ��� ��� 特許

 �$�� ��� ����� 西独特許

���$� ��� �� 実願

��� ��� ��� ���

列挙型の記述は「特開」の ��! �" ������� #

� ������のように国内特許では概ね �割程度である

ことが多いのに対し� 米国特許で � ! �" �$����� #

���� �$�� 英国特許で ��! �" ����$ # �������と外

国特許の場合に多くみられる�

なお ����～ ����年の公開系特許 ����$���� 件を

対象に同様な実験を行ったが� 結果は大体同じ傾向で

あった�

審査官引例に関する抽出引例数の内訳を表 � に示

す�

表 �� 審査官引例の内訳

引例数 割合 内訳

��������� $ �� 特開

������� �$�� 実開

����� $ ��� 特公

 ���$� ��� その他 �文献など�

 ����$ ��� 実公

�$�$$� ��� 米国特許

������ ��� 特表

������ ��� 国際公開

��� � ��� 特許

����� ��� 欧州特許出願公開

����� ��� 登録実用新案

��� ��� ���

表 � と表 � を比較すると� 発明者引例には外国特

許が多く� 審査官引例には実用新案が多いことが分か

る�

発明者引例� 審査官引例とも公開番号で記述される

ことが多いが� 出願番号や特許番号などで記述される

こともある� 被引用数を正確なものとするため� 番号

はすべて出願番号に統一した�

外国特許や文献は� 表記の揺れがあり引例数も国内

特許に比べそれほど多くはないことから本稿では抽

出しないこととした�

��� 引例抽出結果

引例抽出では ����～ ����年前半の特許 ������$�$

件を対象に� 発明者引例と審査官引例を抽出した�

抽出引例数を表 � に示す�

表 �� 抽出引例数

引例 引例数 特許件数 平均引例数

発明者引例 ������ �� ��������� ���

審査官引例 ������$ � ��������� ���

�
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予備実験の審査官引例の付与率が ��!だったのに

比べここでは ��! �" ��������� # ������$�$�と低い

のは� 審査官引例は登録特許のみに付与されるためと

思われる�

次に� 被引用数に関する結果を示す�

�回以上発明者引例により引用されている特許件数

は ��$ ����� 件� 審査官引例により引用されている特

許件数は ��������� 件であった� 発明者引例と審査官

引例の被引用数の分布を表 � に示す�

表 �� 被引用数の分布

被引例数 発明者引例 審査官引例

� ～ �� ��$������ ���������

�� ～ �� ���  � ��  �

�� ～ �� ����� ���

�� ～ �� ����� ��

�� ～ �� ����� ��

�� ～  � �����  

 � ～ $� ����$ �

$� ～ �� ��� �

�� ～ ��  �� �

�� ～ ��� ��� �

��� ～ ���� �

表 � より発明者引例の方が被引用数の多い特許が

多く存在することから� 発明者引例の方が審査官引例

よりも特定の特許に被引用が集中していることが分

かる�

予備実験における「発明者引例は外国特許が多く�

審査官引例は実用新案が多い」という結果と� この特

定の特許への集中傾向とから� 発明者引例の方が審査

官引例よりも対象分野のトレンドなど技術的な面を

強く反映する傾向にあると推測される�

� 引例に基づく重要特許抽出

本節では� 引例に基づく重要特許抽出について述べ

る�

文献と同様に� 特許の重要度と被引用数はある程度

の関連があると言われている %�&� そこで� 前節で抽

出した引例に基づき被引用数の大きな特許の抽出を

行い� 実際に重要特許を抽出することが出来るかどう

か実験を行った�

��� 発明者引例と審査官引例

重要特許抽出において発明者引例と審査官引例の

どちらを用いるかについてであるが� 前節で述べたよ

うに発明者引例の方が審査官引例よりも技術的な面

を強く反映する傾向にあると思われるので� 基本的に

発明者引例を用い� 適宜審査官引例と比較することに

する�

��� 自社引用と他社引用

引用分析においては自社引用と他社引用を区別し�

特許の重要度を評価するような場合は他社引用を用

いるということがしばしば行われる� しかし� 自社引

用と他社引用の境は必ずしも明確なものではない� 組

織は合併や分割で時間と共に変わり得る� またグルー

プ企業間の引用を自社引用と他社引用のどちらとす

るか� 共出願特許に関する引用の扱いをどうするかな

ど� 単純に自社引用か他社引用かを判断し難い場合も

ある�

本稿では� 次の �つの値をそれぞれ特許の重要度と

して実験を行い比較する� 出願人や発明者が複数の場

合は� 一組織あるいは一人でも重なりがある場合に自

社引用とした� 被引用数は� 全特許における被引用数

ではなく重要特許抽出対象である特許集合における

被引用数を用いた�

��� 自社引用および他社引用の両方を合わせた引用

の被引用数

���� 発明者に基づく他者引用による被引用数

����� 他社引用による被引用数

��� 引用情報を用いた特許集合の補完

実験では� 特許検索システムから検索キーにより重

要特許抽出対象である特許集合を求める� 検索キーに

よる検索だけでは検索漏れを生じ得る� そこで引用情

報を用いて検索結果の特許集合の補完を行う� 補完の

際重要なことは�

� 重要特許を補うこと

� ノイズを入れないこと

の �点である� 補完の方法としては� 引用情報により

引用方向� あるいは被引用方向に �段階以内の特許を

追加する� あるいはさらに補完により追加される特許

集合に特徴的なキーワードや '()などを検索キーに

修正を加える� などが考えられる�

�
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本稿では重要特許を補いつつノイズを入れない方

法として� 元の特許集合からの被引用数が閾値�以上

の特許のみ追加することとした�

��� 重要特許抽出実験と評価

テーマ「歩行ロボット」について実験と評価を

行った�

重要特許抽出の実験手順は次の通りである�

�� 特許検索システムから検索キーにより特許集合

を求める

�� 引用情報を用いて特許集合を補完する

�� 被引用数上位の特許を重要特許として抽出する

検索キー「歩行 
�� ロボット」で検索して得られ

た ����� 件に引用情報より補完した計 ���� 件を対

象に� 被引用数上位の特許を抽出した�

これに対し� 特許庁サイトの「特許出願技術動向調

査報告 �平成 ��年度� ロボット」�に挙げられている

特許を重要特許として比較を行った�

引用として発明者引例を用い� 特許の重要度として

���を用いた場合の結果を次に示す�

「第 ��図 歩行技術の変遷」に挙がっている特許 �

件は表  に *で示した通り被引用数 �件以上の ��位

以内に出現した�

表  � 歩行技術の重要特許抽出結果

被引用数 順位 特許
�� � 特願平 ���	�����

�
 � 特願平 ����	����

�� 	 特願平 ����	����

���

�� �  特願平 �������
�

���

� �� ～ ��  特願平 �
���	
�	

���

� 	� ～ �
  特願平 ���	����	

「第 ��図二足歩行の安定性向上技術の展開」の流

れ図に挙がっている特許 ��件の内 ��件は表 $ の通

り被引用数 �件以上の ��位以内に出現した�

�元の特許集合からの被引用数の最大値の ����
��������������	�
	��������	������
��	���	��	���

	�	�����

表 $� 二足歩行の重要特許抽出結果

被引用数 順位 特許件数
�� 	 �

�� � ～ � �

�� � �

�� �� �


 �� ～ �	 �

� �� ～ �� �

� �� ～ �� �

� �� ～ �� �

	 �� ～ 	� �

� 	� ～ �
 �

重要特許の多くが被引用数上位数十件以内に出現

する� ただし被引用数が必ずしも十分大きい値とは言

えないため� 特許の重要性判定の目安のひとつとして

用いるのが適当と思われる�

自社引用と他社引用に関して� 特許の重要度として

����� �����を用いた場合の重要特許抽出実験の結果は�

いずれも ���と同じような傾向を示した�

引用として審査官引例を用いた場合は� 「第 ��図

歩行技術の変遷」に挙がっている特許 �件はいずれ

も被引用数 �であった� 「第 ��図 二足歩行の安定

性向上技術の展開」の流れ図に挙がっている特許 ��

件については� 表 � の通り発明者引例では抽出されな

かった  件の内 �件が抽出された� ただしそれ以外の

� 件は被引用数 �以下であった� このことから� 発

明者引例と審査官引例とを相補的に用いることがひ

とつの有効な手段と思われる�

表 �� 二足歩行の審査官引例による抽出結果

被引用数 順位 特許
� � ～ �  特願平 ����
��



� � ～ � 特願平 ���	�����

� 	 特願平 �
���
	��

� �  特願平 �������
�

��	 引用情報の時系列的性質

特許などの被引用数は公開されてからの期間が長

いほど大きくなる� そこで特許を出願年毎に並べ� 時

系列的性質を観察した�

テーマ「歩行ロボット」関連特許の出願年と被引

用数のグラフを図 �に示す� 引用としては発明者引

例を用いた� グラフにおいて� 「平均」は平均被引

用数を� 「歩行技術」は「第 ��図 歩行技術の変遷」

�
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に挙がっている特許 �件を� 「二足歩行」は「第 ��

図 二足歩行の安定性向上技術の展開」の流れ図に挙

がっている特許 ��件を� 「上位」は被引用数 �件以

上の ��件の特許をそれぞれ表す� また「件数」は特

許件数を右側の軸で表す�

重要特許の被引用数はその多くが平均被引用数よ

りも大きいことが分かる� 公開されてからの期間を

考慮して被引用数の評価を行うことで重要特許抽出

の性能向上につながる可能性があり� これは今後の課

題である�
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平均

歩行技術
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上位

件数

図 �� 「歩行ロボット」関連特許の被引用数

� 引用情報の可視化

本節では引用情報に基づく� 重要特許間の関係の可

視化について述べる�

��� 可視化のアプローチ

引用情報の可視化の従来の研究は� 共引用などに基

づき文献間や著者間の静的な関係を表すものが多い

%�&� %�&� このアプローチでは時系列的な変化や流れ

が表現されにくいという欠点がある�

別のアプローチとして +,�-�.�/�0 1�--%�& のよう

に時間の流れに沿った可視化手法がある� だが多くの

手法は引用情報をそのまま可視化するだけであり� そ

のままでは表示が煩雑となり可視化対象となってい

る文書集合全体の特徴を読み取ることは難しいこと

が多い�

我々は先に� 文書集合全体の特徴を表すような時系

列的な流れを表現する可視化手法を提案した %�&� そ

こでは文書をノード� 引用をエッジとする有向グラフ

である引用フローにより可視化し� エッジ絞込みおよ

びエッジ強調を行うことで文書集合に特徴的な技術

の流れを適切かつ簡潔に表現する�

この引用フローには� 同時期に出願された特許同士

など本来関連のある特許同士がつながらないことが

ある� という課題があった� 本稿では引用以外に共引

用および書誌結合をエッジとして加えた可視化手法

を提案する� 共引用は同じ文書から共通して引用され

る文書間に関連があるとする関連性であり� 書誌結合

は同じ文書を共通して引用する文書間に関連がある

とする関連性である �図 ���

C

BA

C

BA

(a) 共引用

C

BA

C

BA

(b) 書誌結合

C

BA

C

BA

(c) エッジ絞込み

図 �� 共引用� 書誌結合� エッジ絞込み

��� 提案手法

提案手法では� ある一定値以上の共引用スコアや書

誌結合スコアの共引用や書誌結合をエッジとして加

え� その後エッジ絞込みを行うことで文書フローの簡

潔化を行う�

�特許 ��� 間の共引用スコア � の定め方として

は� 予備実験より被引用数と比率の両方が考慮された

値が比較的妥当な可視化が得られたことから� 次のよ

うな相互情報量を用いる� 書誌結合スコアの定め方も

同様である� なお � ��� は ��� を共に引用してい

る件数を� �� は � の被引用数を� �� は � の被引

用数を� � は全特許件数を� それぞれ表す�

� " ��� � /��
���

�� � ��

��� "
���

�

�� "
��

�

�� "
��

�

��� 引用フロー作成実験と評価

本提案手法の評価としては� 前出の「特許出願技術

動向調査報告 �平成 ��年度�ロボット」の「第 ��図

二足歩行の安定性向上技術の展開」の流れ図と� 本提

案手法による引用フローとの比較を行う� 可視化対象
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の特許が異なると比較が難しいため� 引用フローの対

象特許は流れ図に挙がっている特許 ��件を用い� 引

用フローのエッジのつながり方に注目した比較を行

う�

二足歩行の流れ図を我々の可視化ツールを用いて

表現したものを図 �に示す� ノードを囲む線とその上

の「足首制御」などは� 評価のために後から書き足し

たものである� 図 �から読み取れる主な技術の流れに

は次のようなものがある�

� 足首制御と両脚制御からハイブリッド制御へと

発展した

� 両脚制御と上体制御などから� 上体と脚部の協

調や全身協調制御へと発展した

次に� 「ロボット」関連特許の全引用を可視化した

ものを図 �に示す� 引用としては発明者引例と審査官

引例の両方を用いた� 図で二重枠のノードで示した特

許「特願平 �������$�」は� 図 �の位置のままでは線

の交差が多く見づらいため位置を変更した�

図 �を見るとエッジが多いため多少煩雑で� 情報を

読み取るのはやや難しい� さらにノード数が増えると

より煩雑になることが予想され� 何らかの簡潔化操作

が望まれる� 本提案手法はノード間の連結性を保存し

たままフローを簡潔化することが出来る�

最後に本提案手法により� 図 �に共引用と書誌結合

を表すエッジを追加し� エッジ絞込みを行った引用フ

ローを図 �に示す� 図 �において� 共引用は黒い実線

矢印で� 書誌結合は黒い点線矢印で� それぞれ示す�

共引用により両脚制御に関する「特願平 �����$���

～  」を結ぶエッジが追加される� 書誌結合に

より足首制御に関する「特願平 �����$���」と両脚

制御に関する「特願平 �����$���」を結ぶエッジが�

そしてまたハイブリッド制御に関する「特願平 ���

������」� 「特願平 ���������～ �」を結ぶエッジ

がそれぞれ追加される� エッジ絞込みにより� これら

新たに追加されたエッジの周辺が簡潔化される�

図 �に比べエッジが減ったため図がすっきりし� 図

�から読み取れたのと同じような技術の流れを読み取

ることが出来る�

図 �との違いとしては� 特許「特願平 �������$�」

の位置付けや� 図 �ではつながっている特許間が引用

フローではつながっていない所がある� などが挙げら

れる�

このようにいくつかの違いはあるものの本提案手

法を用いることで� 人手による流れ図とほぼ同じよう

な技術の流れが読み取れるフローを自動で作成する

ことが出来た� 特定のテーマに関する重要な技術とそ

れらの間の関係の把握や� 技術の流れ図の作成支援に

おいて� 本提案手法は有効であると考えられる�

� まとめ

国内特許約 ���万件から発明者引例� 審査官引例の

抽出を行い� それぞれの性質の違いを調べ� 発明者引

例の方が技術的な面を強く反映する傾向にあること

を明らかにした�

抽出した引例のうち主に発明者引例を用いて� 引例

の被引用数に注目することで重要特許の多くを見付

けることが出来た�

重要特許間の関係を知るための引用情報に基づく

可視化手法として� 共引用や書誌結合をエッジに加

え� エッジ絞込みにより煩雑さを軽減させる引用フ

ローを提案し� その有効性を確認した�

重要特許抽出の性能向上に向けた今後の課題とし

て� 整理標準化データの利用� 外国特許や文献とのリ

ンク� 明細書のテキスト情報の利用などが挙げられ

る�
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図 �� 二足歩行の流れ図

ハイブリッド制御

足首制御

両脚制御

上体制御

上体と脚部の協調 全身協調制御

ハイブリッド制御

足首制御

両脚制御

上体制御

上体と脚部の協調 全身協調制御

図 �� 「ロボット」関連特許の全引用
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