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第 1 章 はじめに 
１．背景、目的 

 

日本国特許庁(JPO)が運営する検索データベース（DB）である特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

では、特許、実用新案、意匠、商標公報等の検索を行うことができ、その基本的な検索方法及び各サー

ビスの利用方法についてはガイドブック、マニュアルが存在している。また、J-PlatPatに収録されている

案件には、例えば商標公報であれば願書や出願人、商標、指定区分、指定商品・役務などの各項目が

完全な形で記録されており、データの欠損はないと言っても差し支えないレベルである。 

そうしたなか、ジェトロでは、2014年度～2017年度にかけて、ASEAN6カ国知財庁が提供する検索

DBの調査を継続的に行い、また、2017年度の調査では、新たに検索 DBから得られるデータを加工し

て産業財産権の出願から権利化までに要する期間や、出願件数の多い上位出願人の情報等について

の調査も行った。しかし、過去の調査では、産業財産権の最終登録率や外国出願人による第一国出願

件数等の情報を種々の観点から明らかにするまでは至っていなかった。 

そこで、本調査では、かかる事情に鑑みて、2017年度の上記調査内容をアップデートするとともに、

新たに、上記検索 DBから得られるデータを加工して産業財産権の最終登録率等の統計情報に関す

る調査を行い、これら調査内容の報告書を作成することを目的とする。 
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２．調査概要 

 

本報告の対象は、アセアン１０か国の内、収録数が現状では乏しいブルネイ、カンボジア、ラオスを除

く、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの６か国であるが、本報告書では

インドネシアを扱う。 

上記６か国の内、データベースを英語で提供している国は、マレーシア、フィリピン、シンガポールの３

国であり、インドネシア、タイ、ベトナムにおいては原語での検索・表示となる。検索ページが原語で表示

されるデータベースもインターフェースを英語に切り替えられ、検索項目などを確認できるものもあるが、

インドネシア知的財産総局データベース(DGIP PDKI)やベトナムの登録特許データベース（DigiPat）の

ように検索、表示画面が原語のままの検索ページもある。 

 

インドネシアにおける利用可能なデータベースをアセアン各国と比較し、下表に示した。特許・実用

新案では PATENTSCOPE(WIPO)、ASEAN PATENTSCOPE(AWGIPC)、FOPISER(JPO)、意匠では、

ASEAN DesignView(EUIPO)、商標では ASEAN TMview(EUIPO)や Global Brand(WIPO)などのデータ

ベースも活用して調査することになるが、これら各国横断的に検索できるデータベースについては、別

途、報告しているのでそちらを参照願いたい。 

 

したがって、本報告書におけるインドネシアの調査手法としてのデータベースは以下を紹介した。 

・インドネシア知的財産権総局（DGIP PDKI）：特許・実用新案、意匠、商標 
 

アセアン各国の収録情報を確認できるサイト一覧 

    ID MY PH SG TH VN 

特許・ 

実用新案 

各国知的財産庁 ● ○ ○ ○ ○ ○ 

PATENTSCOPE ● ○ ○ ○ ○ ○ 

ASEAN 

 PATENTSCOPE 
● ○ ○ ○ ○ ○ 

FOPISER － － － ○ ○ ○ 

意匠 

各国知的財産庁 ● ○ ○ ○ ○ ○ 

DesignView － － ○ － － － 

ASEAN DesignView ● ○ ○ ○ ○ ○ 

Global Design ● － － － － － 

Hague Express ▲ － － △ － － 

商標 

各国知的財産庁 ● ○ － ○ ○ ○ 

TMview － ○ ○ － － － 

ASEAN TMview ● ○ ○ ○ ○ ○ 

Global Brand ● ○ ○ ○ ○ ○ 

Mdrid Monitor － － △ △ － △ 

FOPISER － － － － ○ ○ 

ID:インドネシア、MY:マレーシア、PH:フィリピン、SG:シンガポール、TH:タイ、VN:：ベトナム 

    収録内容が乏しい（国際出願分のみ）DBは△で表示した。 
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上記サイト一覧で紹介したインドネシアの調査に利用できる DBの URLを以下に示す。 

 インドネシア知的財産権総局（DGIP PDKI）：https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ 

  

 PATENTSCOPE：https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

 ASEAN PATENTSCOPE： http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents?0  

FOPISER：https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/ 

ASEAN DesignView：http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome 

ASEAN TMview：http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome 

Global Brand Database：http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp 

 

また、インドネシアが未収録か、収録内容の乏しい DBの URLは以下である。 

    意匠検索 DB 

  DesignView：https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome (EUIPO) 

  現状ではフィリピンのみ収録 

 Global Design：http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp (WIPO) 

  現状では ASEANのうちインドネシアのみ収録するが、ASEAN DesignViewで代替できる。 

 Hague Express：http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ (WIPO) 

  インドネシアとシンガポールを収録するが、収録内容が乏しい。 

    商標検索 DB 

 TMview：https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=ipvalue&lang=en# (EUIPO) 

  現状ではマレーシアとフィリピンのみ収録 

 Madrid Monitor：http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp (WIPO) 

  フィリピン、シンガポール、ベトナムを収録するが、収録内容も国際出願のみで乏しい。 
 

EUIPO（欧州連合知的財産庁：European Union Intellectual Property Office) 

WIPO（世界知的所有権機関：World Intellectual Property Organization） 

AWGIPC（ASEAN知的財産協力作業部会：ASEAN Working Group on Intellectual Property 

Cooperation） 

 

 

 
 

  

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents;jsessionid=C61A7E25189B0D882D2771F0A8387A1E?0
https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/designdb/hague/en/
https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=ipvalue&lang=en
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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第 2 章 インドネシアＩＰデータベース 
 

1．概要 
 

インドネシア知的財産権総局（Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia ：DJKI（英語表記：Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP））の

ウェブサイト(http://www.dgip.go.id/)上のデータベースで、インドネシアの特許・実用新案、意匠、商標

及び著作権の検索ができる。 

 

その他、特許および実用新案では、PATENTSCOPE(WIPO)、ASEAN PATENTSCOPE(AWGIPC)が

利用でき、また、欧州連合知的財産庁のデータベースでもインドネシアの意匠、商標検索が、そして

WIPOサイトでは商標データベースとして Global Brand Databaseが利用できる。 

 
 

１．１ インドネシア知的財産権総局ウェブサイト 

 

インドネシア知的財産権総局（DGIP）のウェブサイト（http://www.dgip.go.id/）から特許・実用新案、

意匠、商標及び著作権の検索ができる。 
 

 
 

トップ画面で e-PENELUSRAN HKI をクリックすることで表示されるタブから Pangkalan Data KI 

Indonesiaを選択すると検索画面に移動する。 

 
 

 

  
 

ここをクリックして 

DB選択画面へ 

http://www.dgip.go.id/
http://www.dgip.go.id/
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PDKI (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/) 
 

  
 

 

 上記、DGIPのデータベース Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/)を「PDKI」と略称することもある。 

 

ウェブブラウザはMicrsoft Edge または Google Chrome推奨。 

Internet Explolerの場合、簡易検索画面の上に詳細検索画面のようなものが表示されるが、正しく表示

されない。 

 
 

１．２ PATENTSCOPE 

世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization：WIPO）が運営するワールドワイドな

主として PCT特許を中心に特許・実用新案を収録してきたデータベースであるが、最近は PCT以外の

各国特許庁の特許・実用新案の収録も積極的に実施し、ASEANにおいては、シンガポール、ベトナム

に次いで、2017年 8月にブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、タイが収

録され、９か国となると共にベトナムについては収録情報がさらに追加された。 

 

１．３ ASEAN PATENTSCOPE 

 ASEAN知的財産協力作業部会（ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation： 

AWGIPC）が運営を始めたブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガ

ポール、タイ、ベトナムの９か国に関する特許・実用新案に関するデータベースである。 

 

 

ここをクリックすると 

フィールド検索画面となる。 

Paten：特許・実用新案 

Merek：商標 

Desain Industri：意匠 

Hak Cipta：著作権 

Indikasi Geografis：地理的表示 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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１．４ 欧州連合知的財産庁ウェブサイト 

 欧州連合知的財産庁(European Union Intellectual Property Office：略称 EUIPO)（旧称：欧州共同体

商標意匠庁(OHIM)）が運営するWorldwideな意匠データベース DesignView（https://www. 

tmdn.org/tmdsview-web/welcome）および商標データベース TMview（https://www.tmdn.org/ 

tmview/welcome）とは別にアセアン９か国の意匠、商標を検索できる ASEAN Design View  

(http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome)および ASEAN TM View  

(http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome)がある。 

ASEAN DesignView、ASEAN TMviewの収録国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレ

ーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの９か国である。 

 

１．５ WIPO Global Brand Database 

Global Brand Database（http://www.wipo.int/branddb/en/）はWIPOが運営しているワールドワイド

な商標データベースである。インドネシア知的財産権総局（DGIP）のサイトにはない多彩な検索、表示

機能もあり、ASEAN TMview とは異なる検索項目・表示項目も存在し、有用である。 

 

１．６ FOPISER 

２０１５年８月、日本特許庁は外国特許情報検索サービスとして「FOPISER(Foreign Patent Informa 

tion Service)」をリリースした。このサービスでは２０１８年１２月現在、ASEANでは、シンガポール・タイ・

ベトナムの特許・実用新案、および、タイ・ベトナムの商標の検索が可能となっている。 

 

上記、１．２～１．６の各国を串刺しで検索できる各国共通データベースの取扱い説明等詳細は、別

途報告する「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告」を参照願

いたい。 

 

インドネシアに関する本報告書では、上記 PDKIの特許・実用新案、意匠、商標検索データベースを

紹介する。 
 

 

  

https://www.tmdn.org/%20tmview/welcome
https://www.tmdn.org/%20tmview/welcome
http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
http://www.wipo.int/branddb/en/
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２．直近の主な変更点 

⚫ 2017年 8月にインドネシア特許情報が PATENTSCOPEおよび ASEAN PATENTSCOPEに

収録された。 

⚫ インドネシア知的財産権総局（DGIP）の特許・実用新案、意匠、商標、著作権及び地理的表

示が検索できるデータベースが２０１８年４月にリニューアルされた。 

⚫ その他、インドネシア知財関連データベースとして以下もリリースされた。 

 Pangkalan Data KI Komunal（インドネシア伝統工芸）( http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/) 
 

 

３．日本の J-PlatPat との相違点 
 

⚫ マニュアルが存在しない 

⚫ 各種法律状態での絞り込みが可能 

⚫ 特許・実用新案のキーワード検索は発明の名称、要約のみ可能 

⚫ 検索後の一覧表示では各種ソート機能がある。 

⚫ 経過情報、包袋情報にアクセスできない。 

⚫ 著作権、地理的表示の検索が可能。 
 

  

http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/
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第３章 特許・実用新案 
１．特許・実用新案検索データベース 

１．１ 検索データベース仕様一覧 

特許・実用新案 

URL (検索) http://e-statushki.dgip.go.id/ 

言語  
検索：インドネシア語 

表示：インドネシア語 

検索条件項目 

Pencarian Berdasarkan Nomor：番号情報 

検索項目名 説明 

Nomor Permohonan Paten 出願番号 

Kelas IPC IPC 

Nomor Paten 登録番号 

Nomor Prioritas 優先権番号 

Nomor Pengumuman 公開番号 

 

Cari Berdasarkan Teks：テキスト情報 

検索項目名 説明 

Judul Invensi 発明の名称 

Nama Inventor 発明者 

Nama Konsultan 代理人 

Abstrak 要約 

Nama Pemegang Paten 出願人・権利者 

Jumlah Klaim 請求項数 

 

Cari Berdasarkan Periode：日付情報 

検索項目名 説明 

Tahun Permohonan 出願年 

Tanggal Penerimaan 出願日（受付日） 

Tanggal Pengumuman 公開日 

Tanggal Pemberian 登録日 

Tanggal Dimulai Pelindungan 権利開始日 

Tanggal Berakhir Pelindungan 権利満了日 

 

Cari Berdasarkan Asal Pemohon：地域情報 

検索項目名 説明 

Asal Permohonan 出願人地域 

Kewarganegaraan Pemegang Paten 出願人国籍 

Kewarganegaraan Inventor 発明者国籍 

 

 

 

http://e-statushki.dgip.go.id/
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特許・実用新案 

入手可能情報 

 

表示項目名 説明 

NOMOR PERMOHONAN 出願番号 

NOMOR PATEN 登録番号 

NOMOR PENGUMUMAN 公開番号 

Prioritas/NOMOR 優先権番号 

Prioritas/KEWARGANEGARAAN 優先権主張国 

Prioritas/TANGGAL 優先日 

IPC IPC 

GAMBAR 代表図 

TANGGAL PENERIMAAN 出願日（受付日） 

TANGGAL PENGUMUMAN 公開日 

TANGGAL PEMBERIAN 登録日 

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 権利開始日 

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 権利満了日 

項目名なし 発明の名称 

Abstrak 要約 

Pemegang Paten/NAMA 出願人名 

Inventor/NAMA 発明者名 

Konsultan/NAMA 代理人名 

NAMA PEMERIKSA 審査官名 

JUMLAH KLAIM 請求項数 

Pemegang Paten/ALAMAT 出願人住所 

Pemegang Paten/NATIONALITY 出願人国籍 

Inventor/ALAMAT 発明者住所 

Inventor/KEWARGANEGARAAN 発明者国籍 

Konsultan/ALAMAT 代理人住所 

Konsultan/NATIONALITY 代理人国籍 

STATUS 法律状態 

Pembayaran Pemeliharaan Terakhir 
/TAHUN PEMBAYARAN TERAKHIR 

年金支払年 

Pembayaran Pemeliharaan Terakhir 
/TANGGAL BAYAR 

年金支払年月日 

Pembayaran Pemeliharaan Terakhir 
/NOMINAL 

年金支払金額 
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１．２ 特許・実用新案レコード収録 

 

侵害防止調査のためには、できる限りレコードが網羅的に収録されたデータベースによる調査が

必須である。たとえば JP・US・EPのいわゆる 3極の特許を調査する際には、J-PlatPatをはじめ各国

知財庁で運営するデータベースでも、欧州特許庁が運営し世界各国の特許情報を収録する

DOCDBでも、さらに商用データベースでも網羅的な収録が実現されており、もれのない調査が可能

であることが経験上分かっている。本節ではインドネシア特許の調査を行う際に、無償で一般公開さ

れている各種のデータベースを使用することで、3極と同様に網羅的な調査が期待できるかどうかを

検証する。 

 

（１） 各種データベース収録比較 

 

WEB上で無償で一般公開され、インドネシア特許・実用新案が収録されたデータベースには次

のようなものがある。 

 

データベース 運営主体 

DGIP システム インドネシア知的財産総局 

PATENTSCOPE 世界知的所有権機関（WIPO） 

ASEAN PATENTSCOPE ASEAN 知的財産協力作業部会（AWGIPC） 

DOCDB 欧州特許庁(EPO) 

 

この 4種のデータベースのうち ASEAN PATENTSCOPEを除く３種のデータベースについて、レ

コード収録状態を下のグラフに示す。 
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【グラフ補足】 

• 棒グラフ： 

３種のいずれかのデータベースに収録された特許・実用新案の出願件数を出願年ごと

に計数したもの。データベースによりレコードの単位が異なっている。DGIPシステムのレコ

ードは出願単位で構成されているが、PATENTSCOPEおよび DOCDBは公報種別単位

でレコードが構成されている。このため案件によっては、同一出願番号の公開案件・登録

案件の双方のレコードが検索・表示されることがある。DOCDBの場合では公開公報であっ

ても、公報種別 A1のレコードと A9のレコードの双方が収録されていることもある。このた

めそれぞれのデータベースで検索結果として表示される件数数字をそのまま比較すると、

全く意味のない比較になりかねない。そこで、このグラフでは各データベースに収録された

レコードの出願番号を全て照合することで出願件数を求めたものである。これらを左側の縦

軸に投影する。 

 

• 折れ線グラフ： 

出願年ごとの棒グラフの高さを母数として、それぞれのデータベースの収録率を表した

もの。右側の縦軸に投影。 

 

• グラフ横軸：出願年 

各データベースの書誌画面にて表示される出願年（出願日）情報を使用。 

 

インドネシアに限らず、新興国では同一出願番号の案件を各種のデータベース上で表

示させたときに出願日が異なることがある。たとえば出願番号「W00201306100」の案件の

場合は、DGIPシステムでは 出願日が 2015年 1月 29日と表示されるが、

PATENTSCOPEでは 2012年 7月 13日と表示される。PCT 国内移行特許について、この

ような出願日違いが多く確認されることが経験上分かっている。 

 

各データベースの表示画面を以下に示す。 

 

■ DGIP システム 
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■ PATENTSCOPE 

 

 

 

それぞれのデータベースの収録件数や収録率を比較するグラフで、横軸の異なる位置

に同一案件の件数を投影してしまうと、正しい情報が把握できなくなる。そこで出願日を規

定するための優先順位を設けた。データベースの優先順は DGIPシステム＞

PATENTSCOPE＞DOCDB としている。つまり DGIPシステムに収録された案件は DGIP

システムの出願日情報を使用し、収録されていない場合は次の PATENTSCOPEの情報、

PATENTSCOPEにも収録されていない場合は DOCDB情報と、前記の優先順位で出願

日情報を使用した。 

 

なお DGIP システム上の書誌画面では INID コード(22)が付与されていない。そこで同

システム上の出願日としては「TANGGAL PENERIMAAN」として表示された日付を使用し

た。 

 

 

この結果からは、同国特許について侵害防止調査を行うためには DOCDBや、DOCDBだけを

情報源とする商用データベースは力不足であり、より高い調査網羅性を求めるためには DGIPシス

テム・PATENTSCOPE のいずれかを使用する必要があることがわかる。 

 

しかし、この数字だけでは同国で発行された案件の全てがデータベースに収録されているとは確

定できない。DGIPシステムの収録網羅性については 3.1.2.(3)項で推定する。 
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（２） DGIPシステムの検索件数 

 

現時点でWEB上に公開されているシステムは２０１８年４月にリニューアルされたもの。しかし同

国の以前の検索システムには大きな問題があった。現状のシステムの収録網羅性の前に、まずはこ

の問題について説明しておく。 
 

（２-１） DGIPシステムにおける検索結果件数安定性 

 

同国の検索システムはほぼ毎年のようにリニューアルされている。下表は、２０１８年４月にリニュー

アルされ、現時点で稼働している検索データベース（DGIP2018）、およびそれ以前にリニューアルさ

れた 4種類の検索データベース（DGIP2017・DGIP2016・DGIP2015・DGIP2013）を使用して、数回に

渡って出願番号が「W」で始まる「PCT特許」、「P」で始まる「その他特許」、「S」で始まる「実用新案」

の検索を実施し、検索結果として表示された件数をまとめたもの。ただし最新の DGIP2018では出願

番号の前方一致検索ができなくなったため、出願種別ごとの件数ではなく合計件数だけを記した。 
 

Database 検索日 W：PCT特許 P：その他特許 S：実用新案 合計 

DGIP2013 2014/1/15 56,312件 36,718件 3,616件 96,646件 

DGIP2013 2015/3/31 45,448件 29,847件 2,897件 78,192件 

DGIP2015 2015/5/3 34,172件 23,942件 2,079件 60,193件 

DGIP2015 2015/8/13 44,426件 31,702件 2,460件 78,588件 

DGIP2015 2015/10/19 44,556件 31,652件 2,470件 78,678件 

DGIP2016 2016/1/23 39,223件 22,958件 2,495件 64,676件 

DGIP2016 2016/5/6 39,905件 24,217件 2,463件 66,585件 

DGIP2016 2016/9/17 50,205件 39,520件 3,320件 93,045件 

DGIP2016 2016/11/21 50,140件 40,734件 3,388件 94,262件 

DGIP2017 2017/1/2 38,565件 23,846件 2,827件 65,238件 

DGIP2017 2018/1/3 37,680件 28,276件 3,054件 69,010件 

DGIP2018 2018/4/19 － － － 122,106件 

DGIP2018 2018/10/31 － － － 132,542件 

 

表のように DGIP2017以前の世代の検索データベースでは検索のたびに検索結果件数が増減

している。 

 

DGIP2017システムでは検索によってヒットした案件

数だけでなく、収録された全案件数を表示する機能を有

していた。上表に記したように 2018/01/13時点のW・

P・S案件の検索結果合計は 69,010件。同日の検索結

果画面には右図赤枠部のように Paten（特許＋実用新

案）の総収録件数が 123,999件と表示されていた。 
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このように検索結果として表示される件数は全収録件数の 56%程度であり、DGIPシステムの 1回

の検索における検索結果には信頼性がなく、網羅的な検索は不可能な状態であった。しかし

DGIP2018システムではこの大問題が解消され、検索結果件数が大きく増加し総収録件数と同一に

なった。また 2018年 4月以降には総検索結果件数の減少は一度も確認されず、「単調増加」する

通常のシステムに改善されたようである。 

 

 

（２-２） 未発行・非発行案件収録 

 

ここまで記したように DGIP2017 システムでは、検索結果には表示されない案件も収録されていた。

また同システムでは案件ごとの書誌画面に静的な URLがアサインされ、その URLの一部に出願番

号文字列が使用されていた。 

 

DGIP2017システムには出願されたあと公開にいたるまでの未発行レコードも、さらに出願後公開

までの間に取り下げになった非発行レコードも収録されており、この仕組みを利用することで、これら

のレコードの情報を取得することも可能であった。しかし最新の DGIP2018システムでは、出願番号

文字列を使用した静的 URLによるアクセスができなくなってしまい、未発行・非発行レコードを得るこ

とができなくなってしまった。 

 

右表は DGIP2017・DGIP2018 の双方のシステム

に収録されたレコードの件数を表したもの。このよう

に DGIP2017システムには収録され DGIP2018シス

テムには収録されていないレコードが、約 6,700件も

存在する。グラフは出願年ごとの件数を表したもの。 

 

この約 6,700件のレコードのほぼ全てが、

公報発行日が収録されていない未発行・非

発行レコード。2003年は同国で軍事非常事

態宣言が発令された年であり、この当時は特

許情報が正しく管理されていなかったものと

思われる。2017～2018年は出願後公開され

るまでの案件の収録の差と推測される。 

 

仮に特許調査の目的が、過去 20年間の

出願における技術動向調査であれば、約

6,700件の欠落も痛手ではあるが、侵害防止

を主目的とする調査の場合には、未発行・非発行案件の欠落は何も問題ないとも言える。従来シス

テムでは収録された案件の約 56%しか検索できなかったことを考えると、新システムへのリニューアル

は心から歓迎すべきことと判断する。 

 

 

  

DGIP2017 DGIP2018 合計 

収録なし 収録あり 7,455 件 

収録あり 収録なし 6,745 件 

収録あり 収録あり 123,726 件 
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（３） DGIPシステム収録案件出願番号密度 

 

同国の特許の収録件数が多いのは DGIPシステム・PATENTSCOPEの２種ということは前記した

とおり。しかし前記のグラフだけでは２種のデータベースは同程度の件数を収録しており、その収録

件数が DOCDB より多いと言うだけであり、実際に同国で発行された案件群がどの程度網羅的に収

録されているかは不明である。そこで次に記す方法でシステムの収録網羅性を推定してみる。 

 

同国の出願番号には「P00201501234」のように、年号数字「2015」（第 4桁から第 7桁）、連番数

字「01234」（第 8桁～第 12桁）が含まれている。この情報を使用することで、収録の確からしさを推

測することができる。 

 

DGIPシステムのレコード収録調査結果から、第 1桁が「P」、年号数字が「2015」のものだけを抽

出した結果は次のとおり。 

 

総件数 8,071 

連番最大値 8,871 

 

仮に年号数字が 2015の「P案件」が連番 0000001から 0008871まで出願（国内移行）され、その

案件が全て収録されているとすると、総収録件数は 8,871件となるはず。ところが収録された件数が

8,071件ということは、8,871件のうち 9１%しか収録されていないと言える。 

 

そこで総件数を連番最大値で除算した値を「出願番号密度」と定義する。下図は、出願番号が

「W」で始まる「PCT 特許」、「P」で始まる「その他特許」、「S」で始まる「実用新案」のそれぞれについ

て、年号数字ごとの出願番号密度を折れ線グラフで表したもの。 

 

  
 

W・P・Sのいずれも 2001～2003年あたりの密度が大幅に低下している。しかし未発行案件も収録

していた前世代の DBでは、この時期も密度の低下は確認されない。前記したようにこの時期は特許

情報が正しく管理されず、出願されながらも発行されなかった案件が多数存在したことが原因と思わ

れる。 
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この時期以外については、青の折れ線で記す PCT特許（W）についてはほぼ 100%の出願番号

密度であり、DGIPシステムのレコード収録に問題がないと推定される。なお出願番号年号２０１４以

降は、PCT特許の出願番号第 1桁も「P」に統合されたため、２０１４以降の PCT特許だけの出願番

号密度は不明である。 

 

赤の折れ線で記したその他特許（P）については出願番号年号数字２００３の案件群の出願番号

密度が 83％まで低下している。また出願番号年号数字２０１３の案件群については 27％にまで低下

しており、この数字だけから判断すると収録に大きな問題がありそうと言える。 

 

緑の折れ線で記した実用新案（S）については出願番号年号数字が２００２以前のものは出願番号

密度が非常に低いことがわかる。古い案件を調査する際には、この検索エンジンは適していないこと

が想定される。２００５～２０１３は９５%以上を保っている。一方２０１４以降の出願番号密度数字は３％

にまで低下している。しかし年号数字ごとの総件数には大きな変動がなく、単純に連番で出願番号

を付与する方式から、何らかの仕組み変更があったと思われる。 

 

この結果からは、出願番号年号数字が２００２以前の実用新案以外は、DGIPシステムのレコード

収録には大きな問題はないと推定される。 

 

 

（４） レコード収録まとめ 

 

ここまでの調査結果から同国特許・実用新案の検索においては、 

 

① PATENTSCOPEにも DGIPシステムとほぼ同じ件数の発行済みレコードが収録されている 

② DGIPシステムのレコード収録網羅性には大きな問題はなさそう 

③ よって PATENTSCOPE のレコード収録網羅性も大丈夫 

④ また DGIPシステムのリニューアルにより検索もれの大問題が解消された 

⑤ レコード収録の観点からは、DGIPシステム・PATENTSCOPEのいずれのシステムであっても

問題なく使用することができる 

 

と言える。 
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１．３ 特許・実用新案要素収録率 

 

特許調査を行う際には、IPC等の特許分類コードや、発明の名称・要約・請求項等に記された文

字列を機械検索することで、詳細に読み込むべき案件群を抽出することが通常である。また出願人

を特定して競合他社の案件を詳細に確認することも多い。この節では DGIPシステムにおける、IPC・

要約等々の各「要素」の収録状態を紹介する。 
 

（１） IPC収録率と付与個数 

 

下図は特許および実用新案について、各案件に付与された IPCの個数を出願年別に集計した

もの。一般的に新興国ではセクション～サブグループまでのすべての「パーツ」が完備した IPCでは

なく、たとえば「A01B」のようにサブクラスまでしか含まれない IPCが付与されることもある。右側のグ

ラフはサブグループまで完備した IPCだけを計数対象として、IPCが全く付与されていない案件から

4個以上付与されている案件の件数を調査したもの。左側は形式を問わず、IPC と想定される文字

列のすべてを計数対象として集計したものである。 
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このように特許・実用新案ともに、左右のグラフには差が見られない。つまり DGIPシステムに収録

された IPCは、ほぼすべてがサブグループまで完備していることがわかる。 

 

2011年・2012年以外に出願された特許には IPCが付与されていないものも無視できない比率で

存在する。実用新案にいたっては 2005年～2009年に出願された案件には、ほとんど IPCが付与さ

れていない状態である。 

 

これは詳細に読み込むべき案件を IPCにより機械検索すると、相当量の割合の案件が検索から

もれてしまうことを意味している。同国の特許・実案を調査するにあたり、IPCにより査読すべき案件を

絞込むことは難しく、発明の名称や要約等の検索により、機械検索もれを補完する等の手段を併用

する必要がある。 

 

続いて特許案件について IPC付与個数を PATENTSCOPE と比較した結果を紹介する。

PATENTSCOPEには発行済みの案件しか収録されていないため、DGIPシステムについても発行済

み案件だけに母集団を限定してグラフ化したものである。 

 

 
 

DGIPシステムと PATENTSCOPEの特許レコードに付与された IPC個数には、グラフで視認でき

るほどの差は見られない。 

 

このグラフから推測するとWIPOが運営する PATENTSCOPEのレコードであっても、国際段階の

PCT特許に付与された IPCは収録されておらず、国内段階の IPC、すなわちインドネシア知財庁に

より付与された IPCだけが収録されている様子。だとすると、DGIP レコードに付与された IPC と

PATENTSCOPE レコードに付与された IPCをベン図で描くと、双方ともに同一の IPCが付与された

案件は左図のような付与形態になるはず。また IPCが付与されていない案件は右図のようになるは

ず。 
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双方のシステムにともに収録された

125,541件のレコードについて、付与形

態を調べると表のようになる。 

 

前ページ左図の付与形態「なし／あり

／なし」が 81%を、右図の「なし／なし／

なし」が 16%を占めている。この結果は

97%のレコードに付与された IPCが同一

であることを示している。 

 

これは IPC付与の観点でも、DGIPシ

ステム・PATENTSCOPEのいずれのシス

テムも問題なく使用することができること

を表している。 

 

 

（２） IPC表記揺れ 

 

右のグラフは DGIPシステムに収録された全

ての特許・実案案件に付与された、約 260,000

個の IPCコードについて、書誌画面で表示さ

れる表記形式の揺れを調査したもの。 

 

系列ラベルごとに、表記形式の補足説明・

出願番号と IPCコードの例を表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略語・用語 説明  略語・用語 説明 

C クラス  SC サブクラス 
MG メイングループ  SG サブグループ 
上位桁 0 サプレス 最上位桁の 0 を省略  △ スペース文字 

 

DGIPシステムでは IPC表記形式が「A01B△2/34」の形式に統制されており、この形式から外れ

るコードは僅か 30個しか見つかっていない。このシステムで IPCを検索する際には表記揺れに悩ま

されずに上表の形式 1種類だけを使用すれば問題ない。 

  

IPC 付与形態 
比率 

DGIP のみ 双方 PS のみ 

なし なし なし 16% 

なし なし あり 0% 

なし あり なし 81% 

なし あり あり 0% 

あり なし なし 1% 

あり なし あり 0% 

あり あり なし 2% 

あり あり あり 0% 

系列ラベル 補足説明 出願番号 IPC 表記例 

A01B△2/34 SC・MG間にスペース 1 個 
C：2 桁/MG：上位桁 0 サ
プレス/SG：2 桁以上 

P00198100182 
P00198100182 
P00198100241 
P00198100342 
P00198100342 

C25B 11/06 
C25B 11/03 
G05D 13/04 
F02K 9/97 
D04B 27/36 
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（３） テキスト要素収録 

（３－１） 発明の名称収録 

 

下図は特許・実用新案レコードにおける「発明の名称」文字列の収録率を、DGIPシステムと

PATENTSCOPEそれぞれについて表したグラフ。いずれのシステムについても１０文字以上の文字

列が収録されたレコードを名称収録ありと扱い、”-“や”NONE”等の文字列を収録ありと判定しない

ようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許については 2016年以降の出願案件について PATENTSCOPEの収録率が低下している。

これについては収録タイムラグの可能性も高く、今後も継続的に調査したい。実案については双方

のシステムともに 2017年以降の出願案件について収録率低下が確認される。他については、いず

れのシステムもほぼ全てのレコードに発明の名称文字列が収録されている。 
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（３－２） 要約収録 

 

続いて同じく特許・実用新案レコードにおける「要約」文字列の収録率比較グラフ。要約について

も１０文字以上の文字列が収録されたレコードを要約収録ありと扱っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれのシステムについても、特実ともに 2006年～2010年頃に出願された案件は、収録率が大

きく低下している。タイムラグ要因の可能性が高い新しい案件以外は、双方のシステムの収録率はほ

ぼ同じ数字。 
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（３－３） 出願人名収録 

 

出願人名の収録を、発明の名称や要約と同様に「テキスト要素収録」にカテゴライズすることも

少々気にはなるが、調査しづらい新興国特許の場合は競合他社の案件に限って、あるいは競合他

社の案件を中心に調査することも多いかと思われる。 

 

そこで特許・実用新案レコードにおける「出願人名」文字列の収録率を双方のシステムで比較し

てみた。出願人名には”IBM”のような非常に短い文字列が収録される可能性を否定できないため、

発明の名称や要約とは違って 1文字以上の文字列が収録されたレコードを収録ありと扱った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用新案についてタイムラグ要因と想定される若干の収録率低下が確認されるが、双方のシステ

ムともに出願人名収録率もほぼ 100%であり、いずれのシステムを特許調査に使用しても問題ないと

考える。 
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（４） 公報 PDFファイル収録 

 

DGIPシステムには公開案件・登録案件ともに請求項・詳細な説明文字列が収録されていない。

このため IPCや発明の名称・要約文字列の検索により調査対象の母集団を絞り込んでも、権利範囲

を特定することができない。 

 

2018年 4月以前の旧システム

では、A公報「PUBLIKASI A（公開

公報）」・B公報「PUBLIKASI B（登

録公報）」の PDFファイルをダウン

ロードする機能が用意されていた。

決して高い収録率とは言えないが、

グラフに示した程度の比率の案件

について公報 PDFファイルが取得

することができた。仮に取得される

ファイルが、電子テキスト PDFファ

イルではなく画像 PDFファイルで

あったとしても、そのファイルを「人

間翻訳」して請求項を査読すれば

権利範囲を特定することが可能であった。 

 

2018年 4月にリニューアルされたシステムでも、案件ごとの書誌画

面には右図のように A公報 PDFファイルや B公報 PDFファイルをダ

ウンロードできると思われるボタンが用意されている。さらに、A公報

PDFダウンロードボタンは全てのレコードに、B公報 PDFダウンロード

ボタンは登録に至った全てのレコード上で表示され、ボタン収録率は

100%である。 

 

次の図は旧システムでダウンロードした P00201300258の B公報 PDFファイルを Adobe Acrobat

で表示させたもの。フロントページに続いて、詳細な説明・請求項・要約・図面のページが含まれた、

全 14ページの PDFファイルがダウンロードされた。 
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一方右図は現状の DGIP2018システムからダウンロードした、同じ

P00201300258の B公報 PDFファイル。驚くべきことにフロントページ

の 1ページだけの PDFファイル。フロントページには請求項も詳細な

説明も含まれず、そこに記された情報は、DGIPシステムの書誌画面で

表示される情報を超えるものではない。これでは PDFファイルをダウン

ロードする意味がないと言わざるを得ない。 

 

 

 

約 51,000件のレコードについて、            ボタンをクリック

してダウンロードされた PDFファイルのページ数分布を右表に示す。 

ほぼ全てのレコードで全 1ページのフロントページ PDFファイルがダ

ウンロードされ、請求項や詳細な説明を含む、本来の「公報 PDFファイ

ル」は 1件もダウンロードされなかった、 

 

2ページ以上の PDFファイルがダウンロードされたレコードが 28件あったが、これら全て要約文

字列の改行数が多く、1ページには入りきらなかったためページ数が複数になったもの。実質的なフ

ァイルの内容は全てがフロントページだけであった。 

 

DGIPシステムにも PATENTSCOPEにも請求項や発明の詳細な説明は収録されておらず、特許

の権利範囲を特定するためには、公報情報が必須である。たとえそれが電子テキストを抽出できな

い画像 PDFであったとしても、情報さえあれば最悪「人間翻訳」に頼ることも可能である。是非とも公

報 PDFファイルの「復活」を期待したいところである。 

 

 

（５） PCT関連情報収録 

 

同国では出願番号年号数字２０１３までの案件については、出願番号第 1桁の文字「W」により

PCT国内移行案件を特定することができる。しかし DGIPシステムにおける書誌画面では INID コー

ド（８６）等の PCT関連情報が一切表示されず、PCT国内移行案件であることがわかったとしても、そ

の「親特許」と紐付けるための情報が欠落していた。 

 

さらに出願番号年号数字 2014以降は、PCT 国内移行特許もそれ以外の特許も、出願番号第 1

桁が「P」に統合されてしまい、PCT国内移行案件の特定すらできなくなってしまった。 

 

DGIPシステムを駆使したとしても、そもそもデータベースに収録された情報が潤沢とは言えず、さ

らに現時点のインドネシア語機械翻訳の能力も十分とは言えないレベルである。PCT関連情報によ

り「親特許」を把握することができれば、各案件の理解を深めることも可能である。 

 

一方 PATENTSCOPE には PCT出願番号情報が収録されている。そこで、どの程度の比率で

PCT関連情報が取得可能なのか、どの程度の網羅性を期待できそうなのかを検証した。 

 

 

  

ページ数 件数 

1 ページ 50,873 件 

2 ページ 27 件 

7 ページ 1 件 
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まずはグラフ要素について説明する。 

 

横軸 出願番号文字列に含まれる年号数字 

棒グラフ ■ PATENTSCOPEにおける、出願番号が「W」で始まるW案件の収録件数 

棒グラフ ■ PATENTSCOPEにおける、出願番号が「P」で始まる P案件の収録件数 

 棒グラフは両系列ともに左側縦軸に投影 

折れ線グラフ ━ W案件を母数とした PCT関連情報収録率 

折れ線グラフ ━ 全特許案件を母数とした、W案件の比率 

 年号数字 2014以降は PCT案件も Pに統一されたため 2013まで 

折れ線グラフ ━ 全特許案件を母数とした PCT関連情報収録率 

 折れ線グラフはいずれも右側縦軸に投影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青の折れ線グラフからは、出願番号年号数字 2003以前の案件については PCT関連情報が正

しく収録されていないことがわかる。また年号数字 2012および 2013の案件についても、PCT関連

情報が欠落しているようである。 

 

緑の折れ線グラフによると、同国の特許案件の 80%程度は PCT国内移行特許であり、願番年号

2003以降は、ある程度比率が安定していることがわかる。 

 

赤の折れ線グラフは、W案件が統合されたあとの全特許案件を母数とした PCT 関連情報収録率。

本来ならば緑の折れ線に続いて描かれるはず。2013の PCT案件比率の 80%が、2014の PCT 関連

情報収録率が 70%程度まで低下している。 

 

このように、事実数字では PCT関連情報収録が完璧ではない可能性を示唆している。しかし 80

～90%の案件に PCT 関連情報が収録されたことは、PATENTSCOPEの「親情報」を併用することで

情報が乏しい DGIPシステムを補い、調査の正確さを上げることが可能と考える。 
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（６） 年金情報収録 

 

DGIP2018システムでは新たに年金支払い情報の表示がサポートされた。書誌画面にて図のよう

に、支払い年数・支払い年月日・支払金額が表示される。図は 2019年 1月時点の P00201000007

の案件の書誌画面表示。 

 

 

 

 

 

グラフは登録特許を母集団として、どの程度の案件について年金情報が表示されるのかを調べ

たもの。棒グラフが出願年ごとの登録特許件数を表し、折れ線グラフが年金情報収録率を表している。

たとえば 2013年に出願され、すでに 3,500件ほどが登録に至っている。しかし 2013年出願の登録

案件には半数程度しか年金支払い情報が表示されていない。このように出願が新しい案件について

年金情報収録率が低下しているのは、このシステムでは登録時点での初回の支払いではなく、その

後に継続して支払いが行われた情報だけを表示しているものと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また年金支払いは、1回だけでなく毎年継続して発生するはずのイベント。しかし複数回の情報

が収録されたレコードが存在しない。上図の P00201000007の案件についてシステムリニューアル直

後の 2018年 4月末に年金情報を表示させたときには、2017年 11月の支払い情報だけが収録され

ていた。このことから、このシステムで表示される年金情報は、過去の累積情報ではなく最新の年金

支払い情報に限られているものと思われる。 

 

 
  

支払い年数 支払い年月日 支払い金額 
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１．４ 検索データベース取扱い説明 

 

（１）特許・実用新案 

検索画面（https://pdki-indonesia.dgip.go.id/） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェブブラウザはMicrosoft Edge または Google Chromeを推奨する。Internet Exploler11では正しく

表示されないことに注意。 

 

このサイトでは「簡易検索」と「フィールド検索」の 2種類の検索モード（方法）が用意されている。特

許・実用新案を検索する場合は、いずれの検索モードであっても、まずは上図に記したプルダウンメニ

ューから「Paten」を選択する。プルダウンメニューには下記５種の選択肢が用意されている。 

 

・ Paten： 特許・実用新案 

・ Merek： 商標 

・ Desain Industri： 意匠 

・ Hak Cipta： 著作権 

・ Indikasi Geografis： 地理的表示 
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（１-１） 簡易検索 

 

検索画面右上に配置された「窓」に、検索する文字列（例：film）を入力し、右側の虫メガネアイコンを

クリックする。アイコンのクリックの代わりに Enterキーを入力することで検索を開始させることもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

簡易検索画面で文字列を入力した場合には、発明の名称、要約文字列が検索対象。検索言語、表

示言語はインドネシア語のみである。 

 

（１-２） フィールド検索 

 

簡易検索画面の検索文字列入力窓の下側に表示される                      をクリッ

クすると図のようなポップアップウインドウが表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「Paten」を選択し ② 検索文字列を入力し 

③ 虫メガネアイコンをクリック 
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このポップアップウインドウにてフィールド検索が実行できる。検索対象のフィールド群は下表の 4種

類にカテゴライズされている。 

 

 

 

検索するフィールドに文字列・日付等を入力し、 

・ポップアップされたフィールド検索画面最下部の「Search All」ボタンをクリック 

・Enterキーを入力 

のいずれかの操作を行うと検索が開始される。複数のフィールドに検索条件を入力した場合には、それ

ぞれのフィールドの論理積（AND）検索が実行される。各検索条件の論理和（OR）検索はサポートされ

ていない。 

 

フィールド検索画面で検索できるフィールドの一覧を以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア語 補足 

Pencarian Berdasarkan Nomor 番号情報 

Cari Berdasarkan Teks テキスト情報 

Cari Berdasarkan Periode 日付情報 

Cari Berdasarkan Asal Pemohon 地域情報 

①番号情報 ②テキスト情報 

③日付情報 ④地域情報 

出願番号 IPC 

登録番号 優先権主張番号 

公開番号 

発明の名称 

出願年 

発明者 

代理人 要約 

出願人・権利者 請求項数 

出願日(受付日) 

公開日 登録日 

権利開始日 権利満了日 

出願人地域 
出願人国籍 

発明者国籍 
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この画面で表示される        ボタンは、入力した検索条件をクリアするためのものと思われるが、

2019年 1月時点では動作していない。 

① 番号情報 

①-１ 出願番号 

 

この DBに収録されたとおりの表記形式の出願番号 1

個を検索する。従来のシステムでは前方一致検索が可

能であったが、DGIP2018システムでは完全一致検索の

み。 

 

複数の番号の列記もできず、ワイルドカードも使用で

きない。 

 

ただしワイルドカードを含む文字列をダブルコーテーションで囲むと検索自体は実行されたように画

面遷移するが、検索結果一覧のページ送りも動作せず、検索結果に疑いが残る結果。 

 

出願番号の表現形式は次の形式に統一されている。 

 

TMMYYYYNNNNN 

 

T：出願種別を表すアルファベット 1文字 

 

W: PCT国内移行特許 

・ 年号数字 2014の案件からは PCT国内移行特許にも種別 Pが付与されるように制度が

変更された。 

・ 唯一W00201400595だけが年号数字 2014のW案件として、以前のシステムには収録

されていたが、DGIP2018システムでは検索されなくなった。 

P： PCT以外の特許 

S: 実用新案（小特許） 

 

 

MM：2桁の文字列 

 

この 2桁が何を表すものなのか不明。W・P・Sの各案件についてこれまでに見つかっている

「MM」の種類と件数を表に記す。 

 

W案件は揺れが少なく、2件を除き”00”が使用されている。P案件・S案件については、大多

数は”00”が使用されているが、20種類程度の数字列が使用されている。年号数字 2017以降

は”ID”が付与されるものが増えている。 

 

 

  

出願番号 IPC 

登録番号 優先権主張番号 

公開番号 
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W:PCT 国内移行特許  P：PCT 以外の特許  S:実用新案（小特許） 

MM 件数 割合  MM 件数 割合  MM 件数 割合 

00 53,346 件 100%  00 69,002 件 96%  00 5,326 件 91% 

99 2 件 0%  02 3 件 0%  01 1 件 0% 

    03 3 件 0%  02 4 件 0% 

    08 9 件 0%  03 10 件 0% 

    09 11 件 0%  05 2 件 0% 

    10 19 件 0%  06 1 件 0% 

    11 1 件 0%  07 1 件 0% 

    14 1 件 0%  08 9 件 0% 

    15 39 件 0%  09 103 件 2% 

    16 1 件 0%  10 36 件 1% 

    17 3 件 0%  14 4 件 0% 

    18 1 件 0%  15 9 件 0% 

    19 2 件 0%  16 4 件 0% 

    22 25 件 0%  22 47 件 1% 

    24 3 件 0%  24 4 件 0% 

    28 3 件 0%  26 2 件 0% 

    99 6 件 0%  28 2 件 0% 

    ID 2,865 件 4%  ID 269 件 4% 

 

 

YYYY：出願年を表す４桁の西暦年号数字 

 

DGIP2017システムには年号数字下 2桁だけの出願番号の案件 P009900155 も収録されてい

たが、DGIP2018システムでは収録されていない様子である。 

 

 

NNNNN：連番数字 

 

出願種別・出願年ごとに付与される 5桁の連番数字。上位桁の「０」は省略不可。 

 

 

DGIP2018システムでは出願番号文字列は完全一致検索しかサポートされていないため、このシステ

ムに収録されたとおりの表記で検索しないとヒットさせることができない。一般的に商用データベースで

は、データベースベンダー独自のルールにより、出願番号表記を統制していることが多い。商用データ

ベースで検索した案件を、DGIP2018システムで検索し、最新の法律状態や年金支払い情報を調査す

る機会もあると思われる。このときには番号表記を、このシステムで使用される形式に変換して調査しな

いとヒットさせられないことに注意されたい。 
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①-２ 登録番号 

 

出願番号と同様に、この DBに収録されたとおりの表記形式の登録番号 1個を検索する。登録番号

についても DGIP2018システムでは完全一致検索のみ。複数の番号の列記もできず、ワイルドカードも

使用できない。 

 

特許案件について登録番号表記揺れの調査結果を表に示す。登録番号のヘッダー部「IDP」しか付

与されていない案件が 110件も存在し、「Nomor Paten」フィールドを検索すると 110件がヒットする。し

かし後述する公報番号に比較して登録番号は非常に高い割合で統制されている。 

 
表記説明 実例 件数 割合 

IDP IDP 110 件 0% 

IDP & 数字 9 桁 IDP000031661 52,279 件 100% 

その他  5 件 0% 

 

実用新案についても僅かに異常文字列「IDS」が付与された案件が存在するが、特許同様に非常に

高い比率で統制されている。 

 
表記説明 実例 件数 割合 

IDS IDS 3 件 0% 

IDS & 数字 9 桁 IDS000001889 1,640 件 100% 

その他  0 件 0% 

 

 

 

①-３ 公開番号 

 

他の番号と同様に、この DBに収録されたとおりの表記形式でないと検索してもヒットしない。完全一

致検索・複数番号列記不可・ワイルドカード使用不可。 

 

357件もの特許について、公開番号「000.000」が付与され、この番号を検索すると 357件がヒット。公

開特許番号は表記揺れが大きく、下表のような収録状況。 

 
表記説明 実例 件数 割合 

000.000 000.000 357 件 0% 

数字 2 桁 & ピリオド & 数字 3 桁 04.846 1 件 0% 

数字 3 桁 & ピリオド & 数字 3 桁 046.768 40,924 件 33% 

数字 3 桁 & ピリオド & 数字 4 桁 044.0236 27,830 件 23% 

西暦年号 4 桁 & スラッシュ & 数字 4 桁 2012/3243 14 件 0% 

西暦年号 4 桁 & スラッシュ & 数字 5 桁 2017/08635 54,218 件 44% 

その他  132 件 0% 
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実用新案の公開番号も表のように多種の表記が存在する。 

 
表記説明 実例 件数 割合 

数字 3 桁 & ピリオド & 数字 3 桁 047.182 4 件 0% 

西暦年号 4 桁 & スラッシュ & 数字 5 桁 2017/00194 29 件 1% 

西暦年号 4 桁 & スラッシュ & S & スラッシ
ュ & 数字 5 桁 

2012/S/00022 3,449 件 60% 

S & 数字 2 桁 & ピリオド & 数字 3 桁 S08.011 1,782 件 31% 

ID & 数字 5 桁 ID00516 472 件 8% 

その他  18 件 0% 

 

 

①-４ 優先権番号 

 

優先権番号は一般に代理人により作成された出願書類上の表記のまま、表記形式を統制することな

くデータベースに収録されることが多いようである。このため夥しい表記揺れが存在する。文字列の部分

一致検索がサポートされたシステムならともかく、完全一致検索しか実行できないこのシステムで、優先

権番号を検索してヒットさせることは至難の業。 

 

表記形式の揺れが多すぎて十分な定量評価もできていない。DGIP2018システムに収録され、優先

国が JPの優先権主張番号の約 24,000個についての調査状況を下表に示す。最も多く見られる形式

は「2013-124043」であるが、この形式で表現されたものが約 70%程度にとどまっている。残りの 30%を雑

多な表記揺れ番号が占めている。優先権番号による検索は諦めた方がよさそう。 

 
表記説明 実例 件数 割合 

数字 6 桁 & スラッシュ & 西暦年号 4 桁 137176/2016 782 件 2% 

数字 6 桁 & スラッシュ & 西暦年号 2 桁 154866/99 635 件 2% 

数字 6 桁 & マイナス & 西暦年号 4 桁 168501-1994 35 件 0% 

数字 6 桁 & マイナス & 西暦年号 2 桁 207179-97 21 件 0% 

西暦年号 2 桁 & マイナス & 数字 6 桁 11-326806 1,026 件 3% 

西暦年号 4 桁 & マイナス & 数字 5 桁 2010-05991 342 件 1% 

西暦年号 4 桁 & マイナス & 数字 6 桁 2013-124043 23,794 件 69% 

和暦年号 2 桁 & マイナス & 数字 5 桁 63-37325 137 件 0% 

和暦年号 2 桁 & マイナス & 数字 6 桁 60-193988 96 件 0% 

数字 6 桁 401746 83 件 0% 

その他  7,382 件 22% 

 

 

①-５  IPC 

 

「A21C」や「A22C」のように、サブクラスまでのコードを 1個だけ検索するとヒットするが、「A21C△

A22C」（△は半角スペース）と、2個のコードを半角スペース区切りで列記して検索すると何もヒットしな

い。複数コードの区切りを半角スペースではなく、「，」や「OR」等に変更してもヒットしない。IPC も出願

番号等と同様に複数の要素を列記した検索はサポートされておらず、1個しか検索できない様子。 

 

サブグループまで含めて検索するときには「B41L△19/16」と入力して検索する。サブクラスとメイング

ループの間の半角スペースを省いて「B41L19/16」を検索すると、何もヒットしない。  
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P00200800006の案件には、「B65D△83/26」と「B05B△9/00」の 2個の

IPCが付与されている。IPC検索フィールドに様々な文字列を入力し、この

案件をヒットさせることができるか調べてみた。結果を右表に示す。 

 

このシステムでは最低でもセクションからサブクラスまでのコードが揃って

いないと検索できない。セクション～メイングループでも検索可能。もちろん

セクション～サブグループまで完備した文字列も検索可能。 

 

一方でメイングループ以降だけ、すなわち「9/00」や「83/26」を検索して

も、この案件をヒットさせることができる。 

 

サブクラス以前とメイングループ以降を関連づけて IPC コードとして認識

しているかどうかを疑って、この案件に付与された 2個の IPC コードのサブ

クラス以前とメイングループ以降の文字列を組み替えて、「B65D△9/00」や

「B05B△83/26」を検索してもヒットしなかった。 

 

階層検索ができるほどの優れた IPC検索機能はなさそうであるが、単なる文字列検索ではなく IPC

コード構成の仕組みを考慮した検索が行われており、単一 IPCの検索においては通常の特許調査に

耐えると思われる程度の機能は保有していると考える。 

 

 

 

② テキスト情報 

②-１ 発明の名称・要約 

 

それぞれのフィールドで使用される単語を単語単位で

完全一致検索する様子。ワイルドカードは動作しない。

半角スペースで区切ると連語検索実行可能。論理演算

子 AND・OR・NOTは動作せず。 

 

下表は発明の名称フィールドを、それぞれのタームで

検索した結果件数。 

 
検索ターム 検索件数 検索ターム 検索件数 検索ターム 検索件数 

komputer 405 件 komputer* 405 件 "komputer*" 1,428 件 

kompute 0 件 kompute* 0 件 "kompute*" 1,428 件 

komput 0 件 komput* 0 件 "komput*" 1,618 件 

kompu 0 件 kompu* 0 件 "kompu*" 1,668 件 

komp 0 件 komp* 0 件 "komp*" 39,525 件 

kom 1 件 kom* 1 件 "kom*" 49,613 件 

ko 81 件 ko* 81 件 "ko*" 81,776 件 

k 39 件 k* 39 件 "k*" 120,891 件 

 

検索文字列 ヒット 
B × 
B6 × 
B65 × 
B65D ○ 
B65D△8 × 
B65D△83 ○ 
B65D△83/ ○ 
B65D△83/2 × 

B65D△83/26 ○ 

B0 × 

B05 ○ 

B05B ○ 

B05B△9 ○ 

B05B△9/ ○ 

B05B△9/0 × 

B05B△9/00 ○ 

発明の名称 発明者 

代理人 要約 

出願人・権利者 請求項数 
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ダブルコーテーションで囲んでワイルドカードを使用すると、検索件数からは何となく前方一致検索さ

れている雰囲気を漂わせているが、同じタームで「発明の名称」ではなく「要約」を検索しても検索件数

が全く同一。まともに動いていないと考えるべき。 

 

 

②-２ 発明者・代理人・出願人（権利者） 

 

検索ロジックは発明の名称・要約と同様に、 

・ 単語単位で完全一致検索 

・ スペース区切りで連語検索可能 

・ ワイルドカード動作せず 

と考えて良さそうな実験結果。 

 

 

②-３ 請求項数 

 

テキスト情報にカテゴライズされているが、文字どおり請求項の数を検索するフィールド。DGIP2018

システムでは、そもそも請求項文字列が収録されておらず、請求項内の文字列を検索する機能は用意

されていない。 
 

 

③ 日付情報 

③-１ 出願年 

 

出願年を検索するフィールド。出願年範囲は検索でき

ず、単一の年度だけしか検索できない。 

 
 

 

 

③-２ 出願日（受付日） 

 

「出願日」に相当するフィールドが他に存在しないため

「出願日」としているが、特許法で規定される出願日

（INID：22）ではなく、同国知財庁内で受付（受領）された

日付の様子。前項の「出願年」と矛盾する案件が存在す

る。たとえば右図の出願番号 P00201000117の案件は

「出願年」フィールドに 2010を入力して検索するとヒットす

る。しかし、この案件の書誌画面では TANGAL 

PENERIMAANは「06 Aug 2004」と表示されており、出願

年 2010 とは矛盾している。 

 

  

出願年 

公開日 

権利開始日 

出願日(受付日) 

登録日 

権利満了日 
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PATENTSCOPE上でのこの案件の出願日

も、2004/08/06であり、DGIPシステム上の

TANGAL PENERIMAANの日付と一致して

いる。DGIP2018システム上の「出願日」の扱

いが今ひとつ分かっていない。 

 

 

 

日付入力形式は「dd-mm-yyyy」。フィールドをクリックするとポップアップ表示されるカレンダーにより

入力することもでき、日付値を直接入力しても動作する。Dari(From)・Sampai（To）の双方のフィールドを

使用して日付範囲の検索ができる。Dari だけを入力すると、指定日より後に出願された全ての案件が検

索される。逆に Sampaiだけを入力すると指定日より前に出願された全ての案件が検索される。 

 

このシステムの日付範囲設定には少々癖があ

るため注意が必要。たとえば 2016年 5月 9日出

願案件を検索するには、Dari：08-05-2016／

Sampai：09-05-2016を入力しないとヒットしない。 

 

Dari≦出願日≦Sampai ではなく、 

Dari＜出願日≦Sampai のように、 

Dari側の検索条件は等号のない不等号として扱われている。 

 
 

③-３ 公開日・登録日 

 

文字どおりに公開日・登録日を検索するためのフィールド。操作方法や検索アルゴリズムは「出願日

（受付日）」フィールドと同一である。 

 

 

③-４ 権利開始日・権利満了日 

 

このフィールドも操作・アルゴリズムは「出願日」と同じ。検索フィールド名称を翻訳して「権利開始

日」・「権利満了日」と表現したが、双方の日付が何を意味するものか解明できていない。 

 

書誌画面上で「権利開始日」が表示される約 54,000件

の案件について調査した概要を右表に記す。約半数が出

願日と一致している。登録日と一致するものも僅かに存在。

残りの半数が何の日付なのかが明らかではない。 

 

同じく「権利満了日」と「権利開始日」の関係を調査した

結果が右表。「権利開始日の 10年後」のほとんどが、出願

番号が Sで始まる実用新案（小特許）。「権利開始日の 20

年後」のほとんどが、PあるいはWで始まる特許案件。 

 

Dari/From Sampai/To 検索件数 

09-05-2016 09-05-2016 0 件 

09-05-2016 10-05-2016 32 件 

08-05-2016 09-05-2016 40 件 

08-05-2016 10-05-2016 72 件 

権利開始日 件数 

出願日と一致 27,519 件 

登録日と一致 464 件 

詳細不明 26,006 件 

権利満了日 件数 

権利開始日の 10 年後 1,638 件 

権利開始日の 20 年後 52,307 件 

その他 42 件 
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ほぼ全ての案件が権利開始日に最大権利期間を加えた日付。ただし権利開始日の評価に使用した

「出願日」自体が特許法で規定される出願日（INID：22）とは異なるようであり、実際に権利が満了する日

付かどうかは不明である。 

 
 

④ 地域情報 

④-１ 出願人地域 

 

出願人の住所をインドネシアの州名で検索するためのフ

ィールド。フィールド右側の▼をクリックするとプルダウンメ

ニューが表示される。選択肢の一覧を下表に記す。選択肢

はインドネシアの州名 34個に「DJHKI：インドネシア知財庁」

と「Unknown Origin」を加えた計 36個。 
 

出願人地域選択肢一覧 

DJHKI Jambi Lampung Sulawesi Barat 

Bali Jawa Barat Maluku Sulawesi Selatan 

Bangka Belitung Jawa Tengah Maluku Utara Sulawesi Tengah 

Banten Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara 

Bengkulu Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara 

Daerah Istimewa Aceh Kalimantan Selatan Online Filing Sumatera Barat 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 
Kalimantan Tengah Papua Sumatera Selatan 

DKI Jakarta Kalimantan Timur Papua Barat Sumatera Utara 

Gorontalo Kepulauan Riau Riau Unknown Origin 

 

全収録特実件数 134,713件について、「DJHKI」を選択して検索すると 130,837件がヒットする。国外

出願人は全て「DJHKI」に分類されている、あるいは国内出願人の情報（インデクス）が正しく生成されて

いないものと思われる。 

 

地域の異なる複数の出願人による共願案件の場合に、どのように検索されるのかの詳細は未確認。 

 

 

④-２ 出願人国籍 

 

出願人の国籍を検索するためのフィールド。フィールド右側の▼をクリックして表示されるプルダウンメ

ニューにより国名を選択する。詳細は割愛するが全 253個の国名選択肢が表示される。 

 

「国籍：Kewarganegaraan」としながらも、選択肢には「ARIPO」・「Eurasian Patent Organization」・

「European Patent Office」・「WIPO」等の知財庁名も含まれている。これらの知財庁名を選択しても案件

がヒットしないことを確認済み。 

 

たとえば Germany・France・Switzerlandの 3か国の出願人による共願である出願番号 P00201606890

の案件は、このフィールドでいずれの国名を選択してもヒットする。国籍の異なる複数の出願人による共

願案件は、いずれの国名でも検索できるものと思われる。 

 

出願人地域 
出願人国籍 

発明者国籍 
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④-３ 発明者国籍 

 

発明者の国籍を検索するためのフィールド。フィールド右側の▼をクリックして表示されるプルダウンメ

ニューにより国名を選択する。国名選択肢は「出願人国籍」フィールドの選択肢と同一。 

 

書誌画面に発明者国籍として China・Franceの双方が表示されるW00201305493の案件は、発明者

国籍フィールドで China・Franceのいずれを選択してもヒットする。発明者国籍についても、出願人国籍

と同様に、複数国籍発明者の案件の場合には、いずれの国名でも検索できるものと思われる。 
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（１-３） 検索結果一覧画面 

 

簡易検索画面・フィールド検索画面のいずれの検索を実行しても、下図のような検索結果一覧画面

に移動し、検索条件に適合した案件が 1画面あたり 10件ずつ表示される。画面最下部には 

                                   のようなボタンが配置され、順にページを送

ることで検索された全件の詳細情報を参照することができる。 

検索結果一覧画面は 

① 法律状態絞り込みエリア 

② 国別検索結果件数エリア 

③ 収録件数エリア 

④ 個別案件表示エリア 

の 4つのエリアで構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

個別案件表示エリア 
法律状態 

絞り込みエリア 

国別検索結果 

件数エリア 

収録件数 

エリア 
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① 法律状態絞り込みエリア 

 

検索条件に適合した案件群の中から、検索結果一覧画面

に表示される案件群を、法律状態によって絞り込むために使

用する。多種の法律状態が右図の 6種類にカテゴライズされ

ている。 

 

チェックボックスにチェックすると数秒後に画面更新処理が

開始され、チェックした状態の案件だけが表示される。複数の

法律状態にチェックした場合には、法律状態の指定が論理和

として扱われる様子。 

 

しかし 2019年 1月時点では、出願日「Tanggal Pengumuman」

範囲を「01-01-1980」～「31-12-2018」として検索すると 129,756

件がヒットする。この状態で 6個のチェックボックスの全てを選択

しても、124,721件しか表示されない。この仕様が DGIPの意図ど

おりか障害なのかは定かではないが、図の 6種類にはカテゴライ

ズされない法律状態が存在すると思われる。 

 

 

② 国別検索結果件数エリア 

 

最上部の「Semua」の右側に検索でヒットした全案件数が

表示される。「① 法律状態絞り込みエリア」を使用し、検索結

果一覧画面に表示する案件を絞り込むと、この部分の表示

件数も変化する。 

 

2行目以降には国ごとの案件数が表示される。おそらく出

願人国籍ごとの表示であろうと思われるが、完全な裏付けは

取れていない。 

 

 

たとえば出願番号

P00201606890の案

件の書誌画面では出

願人情報として、図

のように DE・FR・CH

国籍の出願人が列記

されている。 

 

 

 

 

 

チェックボックス名 説明 

DIBERI 登録 

DITOLAK 拒絶 

DITARIK KEMBALI 取り下げ 

DALAM PROSES 審査中 

BERAKHIR 満了 

HAPUS 取り消し 

登録 拒絶 

取り下げ 

審査中 

満了 取り消し 
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しかし、この案件を出願番号により検索すると国別検索結果

件数エリアには右図のように、総件数と Switzerland（CH）の 2

行しか表示されない。国籍の異なる複数の出願人による共願

案件の場合に、全ての出願人国籍情報が反映されるわけでは

なさそう。 

 
 

③ 収録件数エリア 

 

DGIPシステムに収録されている全ての案件のレコード数が、文

献種別ごとに表示される。検索結果件数ではなく、全収録件数で

あることに注意。 

 

 

 

 

④ 個別案件表示エリア 

 

検索条件に適合した案件が 1画面あたり 10件ずつ表示される。各案件の表示は図のように代表図・

出願番号・法律状態・発明の名称・要約（抜粋）で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての案件で代表図が表示されるわけではなく、右のように「No Image 

Available」と表示される案件も無視できない比率で存在する。 

 

 

 

青字で表示された発明の名称文字列をクリックすると、案件ごとの詳細表示画面に遷移する。 
 

 

  

特許・実案 意匠 

商標 著作権 

地理的表示 
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（１-４） 詳細表示画面 

 

詳細表示画面の例を図に示

す。このシステムでは図の 2種

類の画面が表示される。公開

後、登録に至っていない案件

は左図、登録された案件は右

図の形式で表示される。 

 

どちらも図のように 13個の

パートに分かれ、それぞれの

情報が表示される。以下に 13

パートそれぞれの説明・補足を

記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 番号 

 

日付の背景が黄色の未登録案件は、出願番号と出願

日が表示され、日付背景が黒色の登録済み案件は登録

番号と登録日が表示される。 

 

 

 

② 発明の名称 

 

発明の名称が表示される。従来のシステムでは検索に使用したタームがハイライト（色付け）表示され

たが、DGIP2018システムではハイライト表示機能はサポートされなくなった。 

 

 

 

③ 法律状態 

 

法律状態が表示される。このパートでは検索結果一覧画面の法律状態絞り込みエリアで説明したよう

な、6種類にカテゴライズした法律状態ではなく、カテゴライズ前の更に詳細な情報が表示される。 

 

 

  

②発明の名称 ① 番号 

③法律状態 ④代表図 

⑤PDF 
⑥基本書誌 

⑦要約 

⑧優先権 

⑨IPC 

⑩出願人 

⑪発明者 

⑫年金 

⑬代理人 
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④ 代表図 

 

代表図を表示するパート。代表図が収録されていない案件では右図のよ

うに「No Image Available」の画像が表示される。 

 

この画面上で代表図をクリックするとポップアップウインドウが開き、拡大

画像が表示される。 

 

 

⑤ PDF 

 

登録に至った案件では、右図のように「Publikasi A」と「Publikasi B」の 2

個のボタンが表示され、未登録案件では「Publikasi A」ボタンだけが表示さ

れる。ボタン名称からは、公開公報・登録公報の PDFファイルがダウンロー

ドされるものと思ってしまうが、3.1.3.(4)項で説明したように、このボタンをクリ

ックしてダウンロードされる PDFファイルは公報フロントページ形式のファイルであり、請求項や詳細な

説明は一切含まれていない。 

 

 

⑥ 基本書誌 

 

未登録案件と登録済み案件で、このパートの表示が異なっている。それぞれの形式での表示項目を

一覧に示す。 

 

【未登録案件表示】 
項目表記 日本語 補足 

NOMOR PENGUMUMAN 公開番号  

TANGGAL PENGUMUMAN 公開日  

NOMOR PATEN 登録番号 

未登録案件の書誌表示であり、項目名は表示され
るが全て空欄 

TANGGAL PEMBERIAN 登録日 

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 権利開始日 

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 権利満了日 

 

【登録済み案件表示】 
項目表記 日本語 補足 

NOMOR PENGUMUMAN 公開番号  

TANGGAL PENGUMUMAN 公開日  

NOMOR PERMOHONAN 出願番号  

TANGGAL PENERIMAAN 出願日  

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 権利開始日  

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 権利満了日 

JUMLAH KLAIM 請求項数  

NAMA PEMERIKSA 審査官名  
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⑦ 要約 

 

要約文字列が表示される。「発明の名称」と同様に、DGIP2018システムでは検索に使用したタームの

ハイライト表示はサポートされなくなった。 

 

 

⑧ 優先権 

 

パリルートで出願された案件には、「NOMOR：優先権主張番号」・「TANGGAL：優先権日」・

「KEWARGANEGARAAN：優先権主張国」が表示される。優先権主張番号の表記が統制されていない

のは、どこの国の特許庁でも見られる現象。DGIP2018システムでも、さまざまな表記揺れが確認されて

いる。 

 

 
 

 

⑨ IPC 

 

該当案件の特許分類（IPC）が下図のように表示される。列記されたそれぞれの IPCのアイコンをクリ

ックすると、WIPO PATENTSCOPE の IPC説明画面にリンクする。 

 

 
 

DGIPシステムでは IPC文字列の表記揺れがほとんどなく、数十件以外は「A01B△2/34」の形式（△

はスペース）に統制されている。 

 

 

⑩ 出願人 

 

出願人・権利者情報を表示するパートである。下図のように「NAMA:名前」・「ALAMAT：住所」・

「NATIONALITY:国籍」の 3種の情報が表示される。 
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⑪ 発明者 

 

発明者情報を表示するパートである。下図のように「NAMA:名前」・「ALAMAT：住所」・

「KEWARGANEGARAAN:国籍」の 3種の情報が表示される。前記の出願人パートでは国籍の表記とし

て「NATIONALITY」が使用されているが、双方の意味合いの違いは不明。 

 

 
 

 

⑫ 年金 

 

登録に至り、継続して維持年金を支払っている案件には、「TAHUN PEMBAYARAN TERAKHIR：支

払い年」・「TANGGAL BAYAR：支払日」・「NOMINAL：支払金額」が表示される。3.1.3.(6)項に記したよ

うに、何度も年金支払いを繰り返している案件については最新の支払い情報が表示される模様である。 

 

 
 

 

⑬ 代理人 

 

代理人情報を表示するパート。下図のように「NAMA:名前」・「ALAMAT：住所」・「NATIONALITY:国

籍」の 3種の情報が表示される。 

 

 
 

代理人国籍が JP と表示される P00201507405、あるいは国籍 CH と表示される P00201407704のよう

な例外も見つかっているが、いずれも住所はインドネシアであり、データベースへの情報登録異常が疑

われる。 
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１．５ 検索項目・表示項目一覧 

 

フィールド検索モードで検索可能な項目、および詳細表示画面で表示される項目を一覧表に記す。 

 
項目 検索項目名 表示項目名 

出願番号 Nomor Permohonan Paten NOMOR PERMOHONAN 

登録番号 Nomor Paten NOMOR PATEN 

公開番号 Nomor Pengumuman NOMOR PENGUMUMAN 

優先権主張番号 Nomor Prioritas Prioritas/NOMOR 

優先権主張国  Prioritas/KEWARGANEGARAAN 

優先日  Prioritas/TANGGAL 

IPC Kelas IPC IPC 

代表図  GAMBAR 

出願年 Tahun Permohonan  

出願日（受付日） Tanggal Penerimaan TANGGAL PENERIMAAN 

公開日 Tanggal Pengumuman TANGGAL PENGUMUMAN 

登録日 Tanggal Pemberian TANGGAL PEMBERIAN 

権利開始日 Tanggal Dimulai Pelindungan 
TANGGAL DIMULAI 
PELINDUNGAN 

権利満了日 Tanggal Berakhir Pelindungan 
TANGGAL BERAKHIR 
PELINDUNGAN 

発明の名称 Judul Invensi 項目名なし 

要約 Abstrak Abstrak 

出願人名 Nama Pemegang Paten Pemegang Paten/NAMA 

発明者名 Nama Inventor Inventor/NAMA 

代理人名 Nama Konsultan Konsultan/NAMA 

審査官名  NAMA PEMERIKSA 

請求項数 Jumlah Klaim JUMLAH KLAIM 

出願人地域 Asal Permohonan  

出願人住所  Pemegang Paten/ALAMAT 

出願人国籍 
Kewarganegaraan Pemegang 
Paten 

Pemegang Paten/NATIONALITY 

発明者住所  Inventor/ALAMAT 

発明者国籍 Kewarganegaraan Inventor Inventor/KEWARGANEGARAAN 

代理人住所  Konsultan/ALAMAT 

代理人国籍  Konsultan/NATIONALITY 

法律状態  STATUS 

年金支払年  

Pembayaran Pemeliharaan 
Terakhir 
/TAHUN PEMBAYARAN 
TERAKHIR 

年金支払年月日  
Pembayaran Pemeliharaan 
Terakhir 
/TANGGAL BAYAR 

年金支払金額  
Pembayaran Pemeliharaan 
Terakhir 
/NOMINAL 
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２．考察・まとめ 
 

3.1.2.(2-1)項に記したように、インドネシア知財庁のデータベース DGIPシステムは、検索するた

びにヒットする案件数が増減し、場合によっては数日前に検索された案件がヒットしなくなるような「不

安定」な状況であった。またシステムにより収録件数として表示された収録件数の、50～60%しか検索

されないという問題があり、特許調査のための必要条件を満たしているとは言い難いものであった。 

 

しかし 2018年 4月に DGIPシステムがリニューアルされ、収録件数と検索件数が一致した上に、

検索のたびに結果件数が増減する大問題が解消された。しかし 2018 年 3 月までの旧システムでは、

出願後取り下げされた「非公開案件」や、出願後まだ公開されていない「未公開案件」の情報も得る

ことが可能であったが、新システムでは公開済み（発行済み）案件の情報しか得られなくなった。ある

意味スペックダウンではあるが、普通の特許データベースに戻っただけとも言えよう。 

 

DGIPシステムの発行済み案件のレコード収録率は、ほぼ問題ないレベルと推定される。一方

WIPO PATENTSCOPE にも同国案件が収録されており、その収録率は DGIPシステムより若干低め

ではあるが、概ね問題ないレコード収録率であった。 

 

特許分類コードや、発明の名称・要約・出願人名等の各種テキスト要素の収録率も、DGIPシステ

ムと PATENTSCOPEでほぼ同等レベル。レコード収録・要素収録の観点では、いずれも特許調査

の必要条件を満たしていると言える。 

 

最大の違いが検索性能である。DGIPシステムは、システムに登録されたとおりの表記で項目を検

索しないとヒットさせることができない。一方 PATENTSCOPE はワイルドカードを使用した部分一致検

索や、IPCの階層検索等も可能であり、検索網羅性を高めるためには PATENTSCOPEを第一のデ

ータベースとして使用することを推奨する。 

 

しかし法律状態のように日々変化しうる情報が常にWIPOに提供され、PATENTSCOPEでタイム

ラグなく表示されるわけではなさそう。また新システムで表示がサポートされた年金支払い情報等は、

PATENTSCOPEでは一切表示されない。検索性能が非常に劣る DGIPシステムではあるが、同シス

テムを特許調査に併用する価値は高いと考える。 

 

特許分類やキーワードを使用して、詳細な権利範囲を査読する必要のある母集団が生成できた

としても、DGIPシステムでも PATENTSCOPEでも請求項や詳細な説明は一切表示されず、各案件

の権利範囲を特定することができない。このような中で旧システムでは、収録率が低めではあったが、

B公報（登録公報）の公報 PDFファイルをダウンロードすることができた。新システムでは収録された

全ての登録案件に、B公報ダウンロードを起動するボタンが表示されるが、このボタンをクリックして

得られる PDFファイルは全てフロントページだけであり、請求項・詳細な説明を一切査読することが

できなくなってしまった。これは非常に大きなスペックダウンと言わざるを得ない。 

 

2016年 7月には経済産業省のWEBサイトで、日本・インドネシア双方知財庁間でのデータ交換

が開始され、「日本国特許庁のウェブサービス（FOPISER）に加え、民間の特許情報サービス事業者

等による特許情報の提供を可能とする」と発表されている。すでに SG・VN・THの 3か国の特許情報

が FOPISERで公開されている。しかし各国知財庁から提供されたデータは FOPISERでの公開だけ

にとどまっており、「民間の特許情報サービス事業者」には開示されていない。 
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同国知財庁から提供される情報に、必要な情報がすべて含まれていること、この情報が「民間の

特許情報サービス事業者」に開示され、検索操作性の良い商用データベースで同国特許の十分な

調査が可能になることを切に期待する。 
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第４章 意匠 
１．意匠検索データベース 

１．１ 検索データベース仕様一覧 

 

意匠 

URL (検索)  https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ 

言語  
検索：インドネシア語 

表示：インドネシア語 

検索条件項目 

Pencarian Berdasarkan Nomor （番号情報） 

検索項目名 説明 

Nomor Permohonan 出願番号 

Nomor Prioritas 優先権番号 

Nomor Pendaftaran 登録番号 

Nomor Pengumuman 公報番号 

Cari Berdasarkan Teks（テキスト情報） 

検索項目名 説明 

Judul 意匠名称 

Klaim 保護対象の数 

Nama Pendesain 創作者名 

Nama Konsultan 代理人名 

Cari Berdasarkan Periode (日付情報) 

検索項目名 説明 

Tahun Permohonan 出願年 

Tanggal Penerimaan 出願日（受付日） 

Tanggal Pengumuman 公報発行日 

Tanggal Pendaftaran 登録日 

Tanggal Dimulai Pelindungan 権利開始日 

Tanggal Berakhir Pelindungan 権利満了日 

Cari Berdasarkan Lokasi（地域情報） 

検索項目名 説明 

Asal Permohonan 出願人地域 

Asal Pemohon / Pemegang 出願人・権利者国籍 

Kewarganegaraan Pendesain 創作者国籍 

Negara Asal Prioritas 優先権主張国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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意匠 

入手可能情報 

検索結果一覧画面 
表示項目名 説明 
Gambar 代表図 
Status 法律状態 

Nomor Permohonan 出願番号 
Judul 意匠名称 
KEGUNAAN PRODUK 意匠に係る物品の説明 

 

詳細表示画面 
表示項目名 説明 

NOMOR PERMOHONAN 出願番号 

NOMOR PE(R)NDAFTARAN 登録番号 

NOMOR PENGUMUMAN 公報番号 

Prioritas / NOMOR 優先権番号 

Prioritas / KEWARGANEGARAAN 優先権主張国 

Prioritas / TANGGAL 優先日 

Kelas LOCARNO ロカルノ分類 

Gambar 代表図 

TANGGAL PENERIMAAN 出願日（受付日） 

TANGGAL PENGUMUMAN 公報発行日 

TANGGAL PENDAFTARAN 登録日 

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 権利開始日 

TANGGAL Berakhir Pelindungan 権利満了日 

Judul 意匠名称 

KEGUNAAN PRODUK 意匠に係る物品の説明 

Deskripsi Klaim 保護対象の説明 

Pemegang / NAMA 出願人・権利者名 

Pendesain / NAMA 創作者名 

Konsultan / NAMA 代理人名 

 審査官名 

Pemegang / ALAMAT 出願人・権利者住所 

Pemegang / NATIONALITY 出願人・権利者国籍 

Pendesain / ALAMAT 創作者住所 

Pendesain / KEWARGANEGARAAN 創作者国籍 

Konsultan / ALAMAT 代理人住所 

Konsultan / NATIONALITY 代理人国籍 

STATUS 法律状態 
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１．２ 意匠レコード収録数 

本節では検索データベースに収録された意匠レコードの収録数を紹介する。 

2018年 4月にインドネシア知的財産権総局(DGIP)の検索データベースがリニューアルされ、 

ASEAN DesignViewへのインドネシアの収録も開始された。 

 

下図は同国の検索データベースに収録された意匠の収録数を、ASEAN DesignView 、Global  

DesignおよびWIPOのホームページで公開された意匠出願件数を比較したものである。 
 

 
出願年 

 

◼ グラフ補足 

• ID庁サイト(https://pdki-indonesia.dgip.go.id/（PDKI））件数数値： 

出願件数は、出願年検索から求めたもの。 

• ASEAN DesignViewサイト(http://www.asean-designview.org/designview/welcome  

(EUIPO))の件数数値： 

出願件数は、出願年で検索して得られた件数。 

• Global Designサイト（http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp (WIPO)）の件数数値： 

出願件数は、以下の検索式での各年毎の出願日付検索により求めたもの。 

From 01-01-2001 TO 31-12-2001 

• WIPOサイト件数数値： 

WIPO IP Statistics Data Center （https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm） の

Industrial design タブの「Total design application」から求めた。 

 

いずれも 2018年 12月 23日現在の検索数、WIPOサイトでの発表数である。 

 

意匠出願件数については、ID庁サイト（PDKI）と ASEAN DesignView との間には 2004年～ 

2007 年の数字に大きな乖離が 2016 年 12 月の同国検索サイトリニューアルに伴い発生したが、 

2018年 4月の再度のリニューアルにより修正された。 

  

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
http://www.asean-designview.org/designview/welcome
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
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ID庁 DGIPシステムにおける登録情報の異常について 

 

出願年を基準にした登録推移を出願推移と共に下図に示した。出願年を基準にした意匠出願推移

については前記したとおりであるが、各出願年に出願されたものが 2018年 12月末までに登録されたも

のを見てみると特に 2007～2011年出願のものにおいて異常が見られる。 

 

 
出願年 

  

 理由は不明であるが、DGIP システムの登録情報には以下に示すように登録日が 2099 年１月 1 日と

されているものが、ちょうど 11000件存在するためである。 

 

 
 

 この登録日が 2099 年１月 1 日の 11000 件の意匠情報は ASEAN DesignView では出願日＝登録日

として収録されており、現在でも確認できる。しかし、2018 年 12 月までは Global Design でも ASEAN 

DesignView と同じように出願日＝登録日として収録されていたが、2019 年 1 月には ID 庁情報を元に

修正され、11000件の登録日が 2099年１月 1日とされた。 
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 登録日が 2099年１月 1日とされている出願年単位の推移を以下に示す。 

 

 
出願年 

 

  ID庁サイトにおける登録日が 2099年１月 1日のものは 2002～2011年までであり、その前後には存

在しない。 
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１．３ 検索データベース意匠取扱い説明 

 

インドネシア知的財産権総局（DGIP）のウェブサイト（http://www.dgip.go.id/）から特許・実用新案検 

索と同様に意匠検索ができる。 

 

 
 

PDKI（https://pdki-indonesia.dgip.go.id/）の初期画面右のプルダウンメニューから意匠検索データ 

ベース「Desain Industri」を選択する。 

プルダウンメニューには下記５種のデータベースが用意されている。 

 

  
 

ここをクリックして 

DB選択画面へ 

ここをクリックすると 

フィールド検索画面となる。 

Paten：特許・実用新案 

Merek：商標 

Desain Industri：意匠 

Hak Cipta：著作権 

Indikasi Geografis：地理的表示 

http://www.dgip.go.id/
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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１） 意匠検索画面 

  
 

 

検索できるフィールド群は下表の 4種類にカテゴライズされている。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）番号情報 

各種番号（出願番号、優先権番号、公報番号、登録番号）の検索が可能である。 

出願番号 Axxyyyynnnnn 

（x：00、01、02、03、05、06、07、08、09、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24、27、 

 28、30、33、99、IDのいずれかの 2桁） 

（y：西暦 4桁） 

（n：5桁の番号） 

登録番号 IDDnnnnnnnnn 

 （n：9桁の番号） 
 

   複数の出願番号、登録番号を検索できない。 

 

（２）日付情報 

出願年、出願日、公報発行日、登録日、権利開始日、権利満了日での検索が可能。 

検索では、dd-mm-yyyyの形式。出願年は yyyyであるが、検索結果表示では、01 Dec 2018の形式  
 

インドネシア語 補足 

Pencarian Berdasarkan Nomor 番号情報 

Cari Berdasarkan Teks テキスト情報 

Cari Berdasarkan Tanggal 日付情報 

Cari Berdasarkan Lokasi 地域情報 

出願番号 

番号

jyouhou  

 

テキスト情報 

日付情報 地域情報 

登録番号 

出願年 

意匠名称 請求項数 

代理人名 創作者名 

優先権番号 

公報番号 

出願人地域 

創作者国籍 

出願人国籍 

優先権主張国 

権利開始日 権利満了日 

公報発行日 登録日 

出願日 

出願人名フィールドがない。 

分類検索フィールドがない。 
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（３）意匠分類表示（ロカルノ分類） 

意匠分類の検索ができない。意匠調査においては重大な問題である。 

  

（４）テキスト情報 

意匠名称（Judul）、創作者名（Nama Pendesain）代理人名（Nama Konsultan）の検索フィールドはある

が、出願人検索フィールドがない。いずれもインドネシア語による検索である。 

部分一致で*や？等のワイルドカード検索は機能しない。 
 

（５）地域情報 

 地域情報として、「出願人地域（Asal Permohonan）」「出願人/権利者国籍（Asal Pemohon / 

Pemegang）」「創作者国籍（Kewarganegaraan Pendesain）」「優先権主張国（Negara Asal Prioritas）」につ

いてフィールドのプルダウンメニューから指定して検索できる。 

 

(6)出願人・権利者情報 

 出願人地域（Asal Permohonan）については、特許・実案検索と同様、内国出願はインドネシアの州名

を表す。国籍・市民権については国・地域・知財庁名を表す。 
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２）検索結果一覧 
 

 
 

検索結果一覧では、「出願番号」「意匠名称」「法律状態」が表示される。 

 

法律状態絞込みでは、以下の 6種の法律状態から検索結果を絞り込める。 

 
 チェックボックスにチェックすると該当の案件だけを表示する（複数選択可）。 

 

検索結果件数表示 

 
 

 

  

① 法律状態 
絞込みエリア 

② 検索結果 
件数表示エリア 

出願番号 法律状態 

意匠名称 

登録 

審査中 

取下 

取消 

拒絶 

満了 

検索総件数と共に 

その下に国別の 

ヒット件数を表示 
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３）詳細表示 
  検索結果一覧の意匠名称をクリックすると書誌情報の詳細表示を閲覧できる。 

 

 登録情報 

 
 

登録前公報情報 

   
 

 

     代表図をクリックすると拡大図で詳細を確認できる。 

 

 

 

PDF公報閲覧不可 

(2018/12/23現在) 

代表図 

代表図 
意匠名称 

法律状態 

登録番号 

登録日 

以下の情報 

・ロカルノ分類 

・優先権情報 

・出願人情報 

・創作者情報 

・代理人情報 

出願番号 

出願日 

法律状態 

意匠名称 

公報番号 公報発行日 

登録番号 

権利開始日 

登録日 

権利満了日 

出願番号 

公報番号 公報発行日 

出願日 

権利満了日 権利開始日 

PDF公報閲覧不可 

(2018/12/23現在) 
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詳細表示情報 

・JUDUL：意匠名称    ・GAMBAR：代表図 

・STATUS：法律状態 

・TANGGAL PENERIMAAN：出願日  ・TANGGAL PENGUMUMAN：公報発行日 

・TANGGAL PENDAFATARAN：登録日 ・NOMOR PERMOHONAN：出願番号 

・NOMOR PENGUMUMAN：公報番号  ・NOMOR PENDAFTARAN：登録番号 

・TANGGAL KEPEMILIKAN：権利開始日 ・TANGGAL KADALUARSA：権利満了日 

Kegunaan Produk：意匠に係る物品の説明 Deskripsi Klaim：保護対象の説明 

Kelas Locarno：ロカルノ分類 

Prioritas：優先権情報 

・NOMOR：優先権番号   ・TANGGAL：優先権日 

・KEWARGANEGARAAN：優先権主張国 

Pemegang：出願人・権利者情報 

・NAMA：出願人・権利者名   ・ALAMAT：出願人・権利者住所 

・NATIONALITY：出願人・権利者国籍 

Pendesain：創作者情報 

・NAMA：創作者名   ・ALAMAT：創作者住所 

・KEWARGANEGARAN：創作者国籍 

Konsultan：代理人情報 

・NAMA：代理人名   ・ALAMAT：代理人住所 

・NATIONALITY：代理人国籍  
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１．４ 意匠データベース検索・表示項目一覧 

 

 

項目 項目（原語表記） 検索 表示 

意匠名称 Judul ○ ○ 

代表図 Gambar  ○ 

意匠に係る物品の説明 Kegunaan Produk  ○ 

保護対象の数 Klaim ○ ○ 

ロカルノ分類 Kelas Locarno  ○ 

出願番号 Nomor Permohonan ○ ○ 

登録番号 Nomor Pendaftaran ○ ○ 

優先権番号 Nomor Prioritas ○ ○ 

公報番号 Nomor Pengumuman ○ ○ 

出願年 Tahun Permohonan ○  

出願日 Tanggal Penerimaan ○ ○ 

登録日 Tanggal Pendaftaran ○ ○ 

公報発行日 Tanggal Pengumuman ○ ○ 

権利開始日 Tanggal Dimulai Pelindungan ○ ○ 

権利満了日 Tanggal Berakhir Pelindungan ○ ○ 

出願人名 Nama Pemegang  ○ 

創作者名 Nama Pendesain ○ ○ 

代理人名 Nama Konsultan ○ ○ 

法律状態 Status  ○ 

出願人地域 Asal Permohonan ○  

出願人・権利者国籍 Asal Pemohon / Pemegang ○ ○ 

創作者国籍 Kewarganegaraan Pendesain ○ ○ 

代理人国籍 Nationality Konsultan  ○ 

優先権主張国 Negara Asal Prioritas  

Kewarganegaraan Prioritas 

○ ○ 
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２．考察・まとめ 

  

 ID庁 DGIPシステムでは、登録年が 2099年 1月 1日とされているものが 11000件存在する。その同

じ情報は ASEAN DesignViewおよび Global Brand Databaseで出願日＝登録日の情報として確認でき

たが、Global Brand Databaseでは ID庁と同様、11000件の登録情報の登録年は 2099年 1月 1日と

修正された。 

登録日情報が確認されなかったなどの不備により 2099年 1月 1日として仮登録されたものであろう

が、インドネシアにおける意匠の権利期間は出願から 10年であるので 2009年～2011年に出願し、現

在でも有効なものが含まれている可能性があるので要注意である。 

 

タイやベトナム同様、検索での用語検索では原語であるインドネシア語が要求され、内容の表示もイ

ンドネシア語である点が難点である。英語で表記されている一部情報については英語でも検索、表示

が可能となっているが、英語表記での収録はごくわずかである。 

 例えば、「cosmetic」はインドネシア語では「kosmetik」であるが、英語での「cosmetic」も収録されている

ので、網羅するにはインドネシア語と英語でそれぞれ検索する必要がある（OR検索できないため）。 

 

 意匠データベースとして致命的ともいえる検索における出願人検索フィールドおよびロカルノ分類検

索フィールドの欠落は極めて大きな問題である。 

 

 しかし、特許・実用新案検索と同様、意匠でも法律状態での絞り込みが可能であることは、自社、他社

出願状況の生死の確認などができる利点などは便利である。 

 

 他方、別報告の ASEAN DesignViewは、検索項目、検索結果表示項目などのインターフェースが英

語で構成されており、Status（法律状態）などいくつかの項目も英語で表記されているが、Indication 

product、Owner Name、Designer nameおよび Addressなどは、インドネシア語を入力して検索する必要

があり、表示もインドネシア語となること、および外国出願人名の検索・表示は DGIP PDKI同様、英語

表示される点では変わりない。 

 ASEAN DesignViewの表示項目などは多いが、情報が収録されていないことも多い。 

 また、現状の ASEAN DesignView（ASEAN TMview も同様）では、繰り返して検索することができず、1

回の検索ごとに新しい検索画面を開かないと検索できない、という不便があり、DGIP PDKI より使いにく

い。 
 

 いずれも基本情報が把握できる点では有用であるが、データ収録の点では ASEAN DesignViewの収

録は DGIP PDKIに劣る年代もあり（2004年～2006年収録）、インドネシアの意匠調査は DGIP PDKI

によるのがよい。 
 

 ASEAN DesignViewの詳細については、別途報告する「ASEANにおける各国横断検索が可能な産

業財産権データベースの調査報告」をご覧いただきたい。 
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第５章 商標 
１．商標検索データベース 

１．１ 検索データベース仕様一覧 

商標 

URL (検索) https://pdki-indonesia.dgip.go.id/  

言語  
検索：インドネシア語 

表示：インドネシア語 

検索条件項目 

Pencarian Berdasarkan Nomor（番号情報） 

検索項目名 説明 

Nomor Permohonan Merek 商標出願番号 

Nomor Prioritas 優先権番号 

Nomor Pendaftaran 登録番号 

Nomor Pengumuman 公報番号 

Cari Berdasarkan Teks（テキスト情報） 

検索項目名 説明 

Nama Merek 商標名称 

Nama Inventor 発明者 

Nama Konsultan 代理人名 

Nama Pemilik Merek 出願人名 

Klasifikasi 商標分類 

Jenis Barang / Jasa 商品・役務 

Cari Berdasarkan Periode（日付情報） 

検索項目名 説明 

Tahun Permohonan 出願年 

Tanggal Penerimaan 出願日（受付日） 

Tanggal Pengumuman 公報発行日 

Tanggal Pendaftaran 登録日 

Tanggal Dimulai Pelindungan 権利開始日 

Tanggal Berakhir Pelindungan 権利満了日 

Tanggal Prioritas 優先権日 

Cari Berdasarkan Asal Pemilik（地域情報） 

検索項目名 説明 

Asal Permohonan / Pemilik 
出願人地域・権利

者 

Kewarganegaraan Pemilik Merek 権利者国籍 

Kewarganegaraan Pemohon 出願人国籍 

Asal Negara Hak Prioritas 優先権主張国 

 

 

 

 

 

 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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商標 

入手可能情報 

検索結果一覧画面 

表示項目名 説明 
GAMBAR 代表図面 

STATUS 法律状態 

NOMOR PERMOHONAN 出願番号 

NAMA MEREK 商標の名称 

 

詳細表示画面 

表示項目名 説明 

NOMOR PERMOHONAN 出願番号 

NOMOR PENDAFTARAN 登録番号 

NOMOR PENGUMUMAN 公報番号 

Prioritas / NOMOR 優先権番号 

Prioritas / TANGGAL 優先日 

Prioritas / KEWARGANEGARAAN 優先権主張国 

Kelas Nice / KODE KELAS ニース分類コード 

Kelas Nice / JENIS BARANG / JASA 指定商品・指定役務 

GAMBAR 代表図面 

TANGGAL PENERIMAAN 出願日（受付日） 

TANGGAL PENGUMUMAN 公報発行日 

TANGGAL PENDAFTARAN 登録日 

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 権利開始日 

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 権利満了日 

項目名なし 商標の名称 

Translasi 翻訳（標章の説明） 

Pemilik / NAMA  出願人・権利者名 

Konsultan / NAMA 代理人名 

Pemilik / ALAMAT 出願人・権利者住所 

Pemilik / NATIONALITY 出願人・権利者国籍 

Konsultan / ALAMAT 代理人住所 

Konsultan / NATIONALITY 代理人国籍 

STATUS 法律状態 
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１．２ 商標レコード収録数 

 

本節では検索データベースに収録された商標レコードの収録数を紹介する。 

下図はインドネシア知的財産権総局（DGIP)の検索データベースに収録された商標の収録数を、

ASEAN TMview 、WIPO Global Brandおよび WIPOのホームページで公開された商標出願件数と比

較したものである。 

調査日は 2018年 12月 25日である。 

 

 
出願年 

◼ グラフ補足 

• ID庁サイト（DGIP PDKI）件数数値： 

商標出願件数は、出願年で検索して得られた件数。 

• ASEAN TMviewサイト件数数値： 

商標出願件数は、出願年で検索して得られた件数。 

• Global Brandサイト件数数値： 

商標出願件数は、以下の検索式での各年毎の出願日付検索により求めたもの。 

From 01-01-2001 TO 31-12-2001 

• WIPOサイト件数数値： 

WIPO IP Statistics Data Center (https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm)の

Trademark タブの「Total design application」から求めた。 

 
 

 商標出願件数については、2004年～2016年は ID庁サイト（DGIP PDKI）、ASEAN TMview 、Global 

Brandはほぼ同数の収録があり、2017年以降は ASEAN TMviewの収録にタイムラグが見られる。 

WIPOの統計数字は 2005年以降については、ID庁サイト（DGIP PDKI）、Asean TMview、Global 

Brandの数字より約 10000件も少ない年もあるが、その理由は不明である。 

 

  

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
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１．３ 検索データベース商標取扱い説明 

 

インドネシア知的財産権総局（DGIP）のウェブサイト（http://www.dgip.go.id/）から特許・実用新案検 

索と同様に商標検索ができる。 

 

 
 

PDKI（https://pdki-indonesia.dgip.go.id/）の初期画面右のプルダウンメニューから商標検索データ 

ベース「Merek」を選択する。 

プルダウンメニューには下記５種のデータベースが用意されている。 

 

  
  

ここをクリックすると 

フィールド検索画面となる。 

ここをクリックして 

DB選択画面へ 

Paten：特許・実用新案 

Merek：商標 

Desain Industri：意匠 

Hak Cipta：著作権 

Indikasi Geografis：地理的表示 

http://www.dgip.go.id/
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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１）商標検索画面 

 

 
 

 

 

検索できるフィールド群は下表の 4種類にカテゴライズされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インドネシア語 補足 

Cari Berdasarkan Nomor 番号情報 

Cari Berdasarkan Teks テキスト情報 

Cari Berdasarkan Tanggal 日付情報 

Cari Berdasarkan Lokasi 権利者情報 

番号情報 

出願番号 

登録番号 

テキスト情報 

権利者情報 日付情報 

優先権番号 

公報番号 

商標名称 

 

代理人名 

 

商標分類 

 

出願人名 

 

商品・役務 

 

出願年 出願日 

権利開始日

日 

公報発行日 

権利満了日 

登録日 

優先権日 

出願人地域 
権利者国籍 

出願人国籍 優先権主張国

宇 

日付検索フィールドの配置が特許、意匠と異なるので注意 
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（１）番号情報 

出願番号 TxxYYYYNNNNNN 

T：商標の種類 

Ｄxx（新規・商品），Ｊxx（新規・役務），Ｋxx（結合商標），Ｒxx（更新・商品）Ｖxx（更新・役務） 

xxは 2桁の数字またはアルファベット 

YYYY：西暦年（但し、出願年と一致しない例外有り） 

NNNNNN：各年度の連番数字 6桁固定。上位桁の“0”を省くとヒットしない。 

 

優先権番号 優先権主張国の番号体系による。 

公報番号 BRMAのあとに 4桁の番号（番号中に Aが入ることあり）で構成されている 

登録番号 IDMのあとに 9桁の数字 

 

（２）日付情報 

出願年、出願日、公報発行日、登録日、権利開始日、権利抹消日、優先権日での検索が可能。 

検索では、(dd-mm-yyyy)の形式。出願年検索では yyyy。 

検索結果表示では、01 Dec 2018の形式。 

 

（３）商標分類情報（ニース分類） 

商品・サービスにかかる国際商標分類（第 1類～第 45類）について検索可能である。ただし、第 1～9

類までについて、例えば、第 8類を検索する場合、8と入力する必要があるが、08と入力して検索す

るとヒット件数は 0件となる。 

 

入力形式（詳細検索） N又は NN 1~45の数字。 

 

（４）テキスト情報 

 商標名称（Nama Merek）、ニース分類（Klasifikasi）、商品・役務（Jenis Barang / Jasa）ではインドネシア

語で検索する。 

 

（5）法律状態 

検索結果一覧を元に Didaftar：登録、Dalam Proses：審査中、Ditarik Kembali:取下、Ditolak：拒絶、

Dibatalkan:取消、Dihapus：抹消、Berakhir：満了での絞り込み検索が可能。 
 

(6)出願人・権利者情報 

 出願人地域（Asal Permohonan）については、特許・実案検索と同様、内国出願はインドネシアの州名

を表す。国籍・市民権については国・地域・知財庁名を表す。 
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２）検索結果一覧画面 

 

 
 

検索結果一覧では、「出願番号」「商標名称」「法律状態」が表示される。 

 

法律状態絞込みでは、以下の７種の法律状態から検索結果を絞り込める。 

   
 チェックボックスにチェックすると該当の案件だけを表示する。 

   

検索結果件数表示 

    
 

  

  

出願番号 法律状態 

商標名称 

① 法律状態 
絞込みエリア 

登録 

審査中 

取下 

拒絶 

取消 

抹消 

満了 

検索総件数と共に 

その下に国別の 

ヒット件数を表示 

② 検索結果 
件数表示エリア 
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３）詳細表示情報 

登録情報 

   
 

 登録前公報情報 

 

登録番号 

公報番号 

代表図 

商標名称 

登録日 

公報発行日 

法律状態 

出願番号 

権利満了日 権利開始日 

出願日 

ニース分類 

出願番号 

出願日 

登録番号 

公報番号 

権利開始日 権利満了日 

出願日 

公報発行日 

商品・役務 

商品・役務 

代表図 

法律状態 

商標名称 

PDF公報閲覧不可 

(2018/12/23現在) 

PDF公報閲覧不可 

(2018/12/23現在) 
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詳細表示情報 

・JUDUL：商標名称    JENIS BARANG / JASA：商品・役務の説明 

・GAMBAR：代表図   PEMILIK：出願人・権利者情報 

・STATUS：法律状態   ・Nama：出願人・権利者名 

・NOMOR PERMOHONAN：出願番号  ・Alamat：出願人・権利者住所 

・TANGGAL PENERIMAAN：出願日  ・Kewarganegaran：出願人・権利者国籍 

・NOMOR PENGUMUMAN：公報番号  KONSULTAN：代理人情報 

・TANGGAL PENGUMUMAN：公報発行日 ・Nama：代理人名 

・NOMOR PENDAFTARAN：登録番号  ・Alamat：代理人住所 

・TANGGAL PENDAFATARAN：登録日 ・Kewarganegaran：代理人国籍 

・TANGGAL KEPEMILIKAN：権利開始日 Asal Negara Hak Prioritas：優先権情報 

・TANGGAL KADALUARSA：権利満了日  

・KODE KELAS：ニース分類    
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１．４ 商標データベース検索・表示項目一覧 

 

 

項目 項目（原語表記） 検索 表示 

商標名称 Nama Merek ○ ○ 

代表図 GAMBAR  ○ 

商品・役務の説明 JENIS BARANG / JASA ○ ○ 

ニース分類 Klasifikasi ○  

KODE KELAS  ○ 

出願番号 Nomor Permohonan Merek ○  

NOMOR PENDAFTARAN  ○ 

登録番号 Nomor Pendaftaran ○ ○ 

優先権番号 Nomor Prioritas ○ ○ 

公報番号 Nomor Pengumuman ○ ○ 

出願年 Tahun Permohonan ○  

出願日 Tanggal Penerimaan ○ ○ 

登録日 Tanggal Pendaftaran ○ ○ 

公報発行日 Tanggal Pengumuman ○ ○ 

権利開始日 Tanggal Dimulai Pelindungan ○ ○ 

権利満了日 Tanggal Berakhir Pelindungan ○ ○ 

出願人名 Nama Pemilik Merek ○ ○ 

代理人名 Nama Konsultan ○ ○ 

法律状態 Status  ○ 

出願人地域 Asal Permohonan / Pemilik ○  

出願人・権利者国籍 Kewarganegaraan Pemilik Merek ○ ○ 

代理人国籍 Kewarganegaraan Konsultan  ○ 

優先権情報 Asal Negara Hak Prioritas ○  

Kewarganegaraan Prioritas  ○ 
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２．考察・まとめ  
 

 インドネシアの商標は、データ収録の観点からは 2004年以降、2016年出願分まではインドネシア知

的財産権総局データベース(DGIP PDKI)の収録数と ASEAN TMview、WIPO Global Brandの収録数

はほぼ同じであることが確認できた。 

 

 DGIP PDKIでは、タイやベトナムのデータベースと同様、検索画面での用語検索は原語であるインド

ネシア語が要求され、内容の表示もインドネシア語である点が難点である。英語で表記されている一部

情報については英語でも検索、表示が可能となっている。 

 

 しかし、特許・実用新案、意匠検索と同様、商標でも法律状態での絞り込みが可能であることは、自社、

他社出願状況の生死の確認などができる点などは便利である。 

 

 ASEAN TMviewは、検索項目、検索結果表示項目などのインターフェースが英語で構成されており、

status（法律状態）などいくつかの項目も英語で表記されているが、商標名称や出願人・権利者名など

は、インドネシア語を入力して検索する必要があり、表示もインドネシア語となること、および外国出願人

名の検索・表示も DGIP PDKI同様、英語表示される点では変わりない。 

 ASEAN TMviewの表示項目などは多いが、情報が収録されていないことも多い。 

 

 また、現状の ASEAN TMviewでは、繰り返して検索することができず（新たな検索条件で検索しても

「・・Loading」となって、新しい検索画面を開かないと検索できない、という不便があり、DGIP PDKI より使

いにくい。 

 

 また、WIPOの Global Brand Databaseでは、有効期限、イメージ類似検索による絞り込みなど DGIP 

PDKIや ASEAN TMviewにもない特異な機能を有している。 
 

 したがって、インドネシアの商標調査では、インドネシア知的財産権総局データベース(DGIP PDKI)と

WIPOの Global Brandデータベースの併用をお勧めする。 
 

ASEAN TMview、Global Brand Databaseの詳細については、別途報告する「ASEANにおける各国横

断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告」をご覧いただきたい。 
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第６章 公報データベース（共通） 
１．公報データベース仕様一覧 

特許・実用新案 

URL (公報) http://www.dgip.go.id/berita-resmi-paten-tahun-2018 

言語 インドネシア語 

入手可能情報 

 

表示項目名 説明 

Jenis Publikasi 公報種別 

Nomor Dokumen 公報番号 

No. Permohonan Paten 出願番号 

No Pengumuman 公開番号 

Nomor Prioritas 優先権番号 

Negara yang memberikan Hak Prioritas 優先権主張国 

Tanggal Prioritas 優先日 

International Patent Classification (IPC) 国際特許分類 

GAMBAR 代表図 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten 出願日 

Tanggal Pengumuman Paten 公開日 

Judul Invensi 発明の名称 

Abstrak 要約 

Nama Inventor 発明者名 

Nama dan Alamat yang Mengajukan 
Permohonan Paten 

出願人・権利者名・住所 

Nama dan Alamat Konsultan Paten 代理人名・住所 
 

意匠 

URL (公報) http://www.dgip.go.id/berita-resmi-desain-industri-tahun-2018 

言語 インドネシア語 

入手可能情報 

 

 
 

表示項目名 説明 

Nomor Permohonan 出願番号 
Prioritas 優先権 
Kelas Locarno ロカルノ分類 
Tanggal Penerimaan 出願日 
Judul Desain 物品名称 

Klaim 保護対象の説明 

Nama Pemohon 出願人 

Alamat Pemohon 出願人住所 

Pendesain 創作者名 

Nama Kuasa 代理人名 

Alamat Kuasa 代理人住所 

 

 

 

  

http://www.dgip.go.id/berita-resmi-paten-tahun-2018
http://www.dgip.go.id/berita-resmi-desain-industri-tahun-2018
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商標 

URL (公報) http://www.dgip.go.id/berita-resmi-merek-tahun-2018 

言語 インドネシア語 

入手可能情報 

 

 
 

表示項目名 説明 

Nomor Permohonan 出願番号 

Prioritas 優先権 

Tanggal Penerimaan 出願日 

Nama Merek 商標名称 

Kelas Barang/Jasa 商品/役務の分類 

Uraian Barang/Jasa 商品/役務の説明 

Arti bahasa/huruf/angka asing 言語/数字/文字 

Uraian Warna 色の説明 

Nama Pemilik 出願人・権利者名 

Nama Kuasa 代理人名 

Alamat Pemilik 出願人・権利者住所 

Alamat Kuasa 代理人住所 

地理的表示 

URL (公報) http://www.dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis 

言語 インドネシア語 

入手可能情報 

 

 
 

表示項目名 説明 
Tanggal Pengajuan 出願日 

Tanggal Penerimaan 受領日 

Nomor Agenda 審議番号 

Nama Indikasi Geografis 地理的表示名称 

Label lndikasi-geografis 地理的表示ラベル画像 

ABSTRAK 要約 

Jenis Barang/Prodllk 役務/商品種別 

Nama Perwakilan Diplomatik 代表者名 

Nama Pemohon 出願人名 

Alamat Perwakilan Diplomatik 代表者住所 

Alamat Pemohon 出願人住所 

Nomor Konsultan HKI 代理人番号 

 

 

  

http://www.dgip.go.id/berita-resmi-merek-tahun-2018
http://www.dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis
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２．公報データベース取扱い説明 

 

インドネシア知的財産権総局（DGIP）の WEBサイトでは、「商標」・「特許・実用新案」・「意匠」・「地理

的表示」の 4種について、オフィシャルジャーナル（以降単にジャーナルと呼ぶ）を参照する機能が用意

されている。本報告書では、これを「公報データベース」と称する。本節では、それぞれの公報データベ

ースをアクセスするための手順を紹介する。 

 

ＩＤ庁トップのサイト(http://www.dgip.go.id/)から中央部の 

 （ニュース／知的財産権公報） 

のボタンをクリックする。トップページはしばしばリニューアルされ、ボタンの位置が変更されることも予測

される。ブラウザの検索機能を利用して「GAZETTE」の文字列を検索する方法を推奨する。 

 
 

ニュース／知的財産権公報ノボタンをクリックすると、公報データベースのトップページが現れ、各種

公報のリンクが用意されている。 

 
 

  

このボタンをクリック 

http://www.dgip.go.id/
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２．１ 商標 

 公報データベースは２種類あり、左部（Berita Resmi 

Merek Dagang/Jasa）は内国出願分公報を表示し、右部

（Berita Resmi Merek (Madrid Protokol)）はマドリッドプロト

コルに基づく国際出願分である。 

 

 

 

 

 

内国出願（Berita Resmi Merek Dagang/Jasa） 

 
 

2019年 1月の表紙 

  

ここをクリックすると 

2019年の目次と 

詳細表示画面 

過去分 
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目次一覧 

 

 

 
 

 

詳細情報 

 
 

詳細表示項目 

 ・Nomor Permohonan ：出願番号  ・Alamat Kuasa   ：代理人住所 

 ・Tanggal Penerimaan ：出願日  ・Nama Merek   ：商標名称 

 ・Prioritas  ：優先権情報  ・Arti bahasa/huruf/angka asing ：言語/文字/意味 

 ・Nama Pemilik ：出願人名  ・Uraian Warna   ：色の説明 

 ・Alamat Pemilik ：出願人住所  ・Kelas Barang/Jasa  ：ニース分類 

 ・Nama Kuasa  ：代理人名  ・Uraian Barang/Jasa  ：商品・サービスの説明 

 

  

出願番号  出願日  ニース分類  商標名称 
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国際出願（Berita Resmi Merek (Madrid Protokol)） 

 
 

目次は国内出願と同様であるが、詳細情報が若干異なる。 

 
 

 

詳細表示項目 

 ・Nomor Permohonan ：出願番号  ・Nama Merek   ：商標名称 

 ・IRN   ：国際出願番号  ・Arti bahasa/huruf/ angka asing ：言語/文字/意味 

 ・Tanggal Penerimaan ：出願日  ・Uraian Warna   ：色の説明 

 ・Prioritas  ：優先権情報  ・Kelas Barang/Jasa  ：ニース分類 

 ・Nama Pemilik ：出願人名  ・Uraian Barang/Jasa  ：商品・サービスの説明 

 ・Alamat Pemilik ：出願人住所   (Bahasa Inggris)   （英語） 

 ・Nama Kuasa  ：代理人名   (menggunakan mesin translasi)  （機械翻訳） 

 ・Alamat Kuasa ：代理人住所   
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２．２ 特許・実用新案 

 

「２．公報データベース取扱い説明」に記したボタンをクリックすると次のよう

な画面が表示される。2019年 1月時点では、2018年 1月のジャーナルペー

ジが開くが、近日中には 2019年のページが開設され、そのページに移動する

ものと予測される。またブラウザの種類や画面倍率設定によっては、右図のよう

に発行月を選択するためのタブが表示される場合と、左図赤枠部の「Januari」

をクリックして表示されるプルダウンメニューにより発行月を選択する場合があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行月を選択し、月名の下に列記された「ジャーナル名」

をクリックすると、該当するジャーナル PDFファイルが開く。

「ジャーナル名」の下には、前年以前に発行されたジャーナ

ル画面へのリンクが表示される。2019年 1月時点では、

2017年・2016年発行ジャーナル画面へのリンクが表示され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行月選択プルダウン 
メニュー起動 

発行月選択タブ 

ジャーナル名 

過去分画面リンク 
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各ジャーナル PDFファイルには下図のような各案件の書誌事項・要約・代表図が収録されている。同

国特許法では公開特許の請求項・詳細な説明は開示対象と定められておらず、ジャーナルから得られ

る情報は検索データベース表示画面から得られる情報を超えるものではない。 
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２．３ 意匠 

 意匠ジャーナルの閲覧（Berita Resmi Desain Industri） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

ここをクリックすると 

2019年の目次と 

詳細表示画面 

過去分 
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目次一覧 

 

 

 
 

詳細情報 

 
 

詳細表示項目 

 ・Nomor Permohonan ：出願番号  ・Nama Pemohon ：出願人名 

 ・Tanggal Penerimaan ：出願日  ・Alamat Pemohon ：出願人住所 

 ・Prioritas  ：優先権情報  ・Pendesain  ：創作者名 

 ・Kelas Locarno ：ロカルノ分類  ・Nama Kuasa  ：代理人名 

 ・Judul Desain  ：意匠名称  ・Alamat Kuasa  ：代理人住所 

 ・Klaim  ：請求範囲 

 

  

出願番号 出願日  ロカルノ分類  意匠名称 
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２．４ 地理的表示 

 地理的表示ジャーナルの表示 

右側（地理的表示使用の官報）は 

出願番号 IG.00.2009.000002（2009年 4月 13日出願）の

１件のみ掲載されている。 

左側（地理的表示公式ニュース）は実質 2012年以降発

行分が収録されている。 

 

 

 

 
 

  

過去分 

ここをクリックすると 

2019年の目次と 

詳細表示画面 
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2018年発行一覧（2019年発行数が少ないため） 

 
 

目次一覧 

 
 

詳細表示 

発行日   発行番号     地理的表示     情報 
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詳細表示項目 

 ・Tanggal Pengajuan ：出願日 ・Nama Konsu/tan HKI  ：代理人名 

 ・Nomor Agenda ：審議番号 ・Nomor Konsultan HKI  ：代理人番号 

 ・Tanggal Penerimaan ：受領日 ・Nama Indikasi Geografis ：地理的表示名称 

 ・Nama Pemohon ：出願人名 ・JENIS BARANG/PRODUK ：役務/商品種別 

 ・Alamat Pemohon ：出願人住所 ・Label lndikasi-geografis ：地理的表示ラベル画像 

 ・Nama Perwakilan Diplomatik  ：代表者名  ・ABSTRAK ：要約 

 ・Alamat Perwakilan Diplomatik ：代表者住所 

 

 

以上 
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