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危
険
の
質
が
変
わ
っ
て
き
た

18
世
紀
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
文
明
化
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
ま

す
。
文
明
化
と
は
「
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
ー
を
整
え
都
市
化
す
る
」
と
い

う
意
味
で
す
。
実
は
日
本
の
江
戸
は
、

17
世
紀
末
に
は
世
界
で
も
っ
と
も
人
口

が
多
く
、
上
下
水
道
の
面
か
ら
み
て
も
、

一
番
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
整

備
さ
れ
た
都
市
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

汚
物
を
窓
か
ら
投
げ
捨
て
る
た
め
に
、

エ
ス
コ
ー
ト
す
る
男
性
は
道
側
を
歩
く

の
が
マ
ナ
ー
と
さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

日
本
の
棚
田
で
は
落
ち
穂
を
つ
い
ば

み
に
く
る
小
鳥
の
糞
を
肥
料
に
し
た
り
、

大
き
な
循
環
の
中
で
、
全
体
的
に
緩
や

か
な
安
全
対
策
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。
自
然
災
害
は
天
災
と
見
な
さ
れ
、

発
生
頻
度
を
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

仕
方
が
な
い
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ

ー
の
考
え
方
が
進
む
に
つ
れ
、
安
全
対

策
も
「
人
間
の
手
で
危
険
を
押
さ
え
込

む
」
と
い
う
意
味
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、「
危
険
が
発
生
す
る
頻
度
を

減
ら
し
（
防
護
）」、「
発
生
時
に
起
き

る
被
害
を
減
ら
す
（
緩
和
）」
と
い
う

二
つ
の
面
で
、
徹
頭
徹
尾
、
人
間
の
技

術
で
危
険
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
発
想
は
裏
を
返

せ
ば
、「
押
さ
え
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
人
間
の
側
の
失
敗
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
現

在
の
日
本
人
が
安
全
と
安
心
を
し
き
り

に
言
い
立
て
る
背
景
は
、
こ
こ
に
端
を

発
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
危
険
は
、

技
術
が
進
む
ほ
ど
増
え
て
い
き
ま
す
。

一
つ
に
は
、
列
車
な
ど
の
人
工
物
が
、

新
た
な
危
険
を
生
み
出
す
か
ら
で
す
。

そ
の
新
た
な
危
険
を
、
自
動
列
車
停
止

装
置
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
の
よ
う
に
技
術
で
減

ら
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
に
は
、
技
術
の
進
歩
で
、

今
ま
で
自
然
災
害
と
し
て
あ
き
ら
め
て

い
た
危
険
に
お
い
て
も
、
何
と
か
緩
和

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
可

能
性
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
な

れ
ば
、
昔
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
「
危

険
を
緩
和
す
る
手
だ
て
」
を
考
え
る
よ

う
に
な
り
、
課
題
の
一
つ
と
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
技
術
が
発
達

し
た
文
明
社
会
で
は
、「
何
が
防
げ
て
、

何
が
防
げ
な
い
の
か
」
と
い
う
判
断
が
、

最
大
の
課
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た「
安
全
に
対
す
る
新
し
い
視
点
」

も
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
工
物
は
人
間
が
設
計
・
施
行
し
、
管

理
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は

全
知
全
能
の
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

人
工
物
の
も
た
ら
す
危
険
に
対
し
て
完

璧
な
防
護
・
緩
和
の
設
計
を
行
な
う
こ

と
は
不
可
能
で
す
。
ま
た
人
間
が
管
理

す
る
限
り
、
必
ず
人
為
的
な
ミ
ス
（
ヒ

ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
）
が
起
き
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
は
言
っ
て
も
人
間
が
何
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
１
０
０
％

の
安
全
は
不
可
能
と
し
て
も
、
そ
の
程

度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
に
努
力
し
て
い

く
必
要
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
安
全
度

が
上
が
れ
ば
、
我
々
が
抱
く
不
安
は
除

か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
安
心
は
得

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
れ
は
、

社
会
や
文
化
に
よ
っ
て
、
感
じ
方
に
か

な
り
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問

題
が
、
こ
れ
ま
で
の
安
全
工
学
で
は
対

応
で
き
な
い
領
域
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
き
て
い
ま
す
。

や
は
り
、
文
化
や
社
会
構
造
を
見
据

え
、
人
間
の
心
理
も
見
据
え
た
上
で
、

安
全
と
い
う
問
題
を
包
括
的
に
追
求
す

る
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
、
１
９
９
８
年
に
私
が
「
安
全
学
」

と
い
う
学
問
を
提
唱
し
た
理
由
で
す
。

技
術
が
見
え
な
い
時
代

か
つ
て
「
技
術
」
と
い
う
も
の
は
、

我
々
の
生
活
に
密
着
し
、
自
分
た
ち
の

目
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え

ば
私
が
子
供
の
こ
ろ
は
、
研
ぎ
屋
さ
ん

が
家
に
や
っ
て
来
て
、
預
け
た
包
丁
を

目
の
前
で
研
い
で
く
れ
ま
し
た
。
鋳い

掛か

け
屋
さ
ん
は
鍋
に
穴
が
開
い
た
ら
、
裏

打
ち
や
溶
接
を
し
て
す
ぐ
に
使
え
る
よ

う
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
職

人
技
能
的
な
も
の
は
生
活
技
術
と
し
て
、
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安全は達成されると、壊れ始める

目
の
前
に
、
目
に
見
え
る
形
で
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

余
談
で
す
が
、
私
の
家
で
は
１
９
７

０
年
（
昭
和
45
）
ご
ろ
ま
で
井
戸
を
使

っ
て
い
ま
し
た
。
電
動
ポ
ン
プ
で
す
か

ら
、
停
電
に
な
る
と
水
ま
で
止
ま
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
戦
後
す
ぐ
は
よ
く
停
電

し
た
の
で
、
本
当
に
困
り
ま
し
た
。
昭

和
24
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
一
日
に
数
時

間
し
か
通
電
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

時
代
で
し
た
の
で
、
こ
う
い
う
と
き
に

は
、
む
し
ろ
手
動
の
井
戸
の
ほ
う
が
よ

か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
現
代
の
技
術
は
、
ほ
と
ん

ど
生
活
の
現
場
で
は
見
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
ま

す
が
、
水
源
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
た
水
な
の
か
は
、
気
に
し
な

く
て
も
よ
い
。
鍋
釜
も
工
場
で
つ
く
ら

れ
、
消
費
財
と
し
て
店
で
買
い
、
壊
れ

た
ら
捨
て
る
。
技
術
は
目
に
見
え
な
く

な
り
、
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
目
一
杯
機
械
を
働
か
せ
た
ら
可
哀
想

だ
」
と
い
う
感
覚
が
私
に
は
あ
っ
て
、

蛇
口
を
き
つ
く
締
め
る
こ
と
に
ど
こ
か

で
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。
温
水
給
湯
器
も

温
度
を
最
高
に
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、

私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
子

供
た
ち
の
世
代
に
な
る
と
、
ク
ー
ラ
ー

を
最
低
温
度
に
す
る
こ
と
な
ど
平
気
な

の
で
す
。
つ
ま
り
我
々
の
世
代
は
、
温

水
器
の
仕
組
み
を
知
っ
て
い
て
、
長
い

時
間
フ
ル
で
使
う
と
ど
こ
か
が
痛
む
と

思
う
か
ら
、
八
割
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で

止
め
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い

ろ
な
タ
イ
プ
の
目
に
見
え
る
機
械
や
器

具
を
見
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
も

若
い
世
代
は
仕
組
み
を
知
ら
な
く
て
も
、

た
だ
イ
ン
プ
ッ
ト
す
れ
ば
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
す
る
と
い
う
状
況
の
中
で
器
具
を
使

っ
た
経
験
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
が

見
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
、

こ
こ
50
年
ぐ
ら
い
の
新
し
い
状
況
で
す
。

技
術
を
見
え
な
く
し
た
大
き
な
力
は

Ｉ
Ｔ
で
す
。

私
は
ホ
ン
ダ
の
創
業
者
、
本
田
宗
一

郎
さ
ん
と
晩
年
の
20
年
ほ
ど
親
し
く
お

つ
き
合
い
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

本
田
さ
ん
が
、
自
分
の
会
社
で
つ
く
っ

て
い
る
車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
開
け
て
も

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
ど
お

り
、
今
の
車
は
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
開
け
て

も
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
メ
カ
ニ

カ
ル
に
は
目
に
見
え
る
の
で
す
が
、
Ｉ

Ｔ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
な
る
と
ま
っ
た
く

の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
。
で
す
か
ら
、

故
障
し
た
ら
、
修
理
す
る
の
で
は
な
く

ユ
ニ
ッ
ト
を
取
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

満
足
と
不
足
が
わ
か
ら
な
い
と

安
全
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い

現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
が
抱
え
込

ん
で
い
る
不
安
と
い
う
も
の
は
、
ど
う

い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

今
、
日
本
の
死
亡
原
因
で
一
番
多
い

の
が
ガ
ン
、
６
位
が
自
殺
で
す
。
こ
れ

は
重
要
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
職
を
離
れ
た
50
歳
代
の
人
が
経
済
的

不
安
か
ら
自
殺
す
る
こ
と
が
多
い
」
と

報
道
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
経
済
的

に
将
来
が
不
安
だ
か
ら
自
殺
す
る
」
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
昭
和
19
年
か
ら
22

年
こ
ろ
に
生
活
し
て
い
た
大
人
は
み
ん

な
死
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
明
日
ど
こ

ろ
か
、
今
晩
の
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
る

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
お
米
が
な
い
、

卵
も
な
い
、
腐
っ
た
よ
う
な
タ
ラ
が
一

週
間
に
一
匹
配
給
さ
れ
る
と
い
う
状
況

で
、
ど
う
や
っ
て
喰
っ
て
い
く
か
、
み

ん
な
不
安
を
抱
え
て
い
た
に
違
い
な
い

の
で
す
。
私
の
父
親
、
母
親
も
そ
う
で

し
た
。
だ
け
ど
、
彼
ら
は
死
に
は
し
な

か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
、
主
要
な
収

入
源
が
無
く
な
り
死
を
選
ぶ
人
の
理
由

は
、
実
は
、「
将
来
の
経
済
的
不
安
」

が
第
一
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む

し
ろ
、
一
番
の
大
き
な
理
由
は
、
今
ま

で
享
受
し
て
き
た
生
活
が
壊
れ
、
奪
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐
怖
、
不
安
で

は
な
い
の
か
。
い
わ
ば
「
持
っ
て
い
る

こ
と
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐

怖
、
不
安
」
で
す
。

し
か
も
、
昭
和
20
年
当
時
は
皆
が
同

じ
経
済
的
不
安
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
自
分
だ
け
が
失
う
恐
怖
と
立
ち
向

か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
違
い

も
、
不
安
を
倍
加
さ
せ
る
大
き
な
要
因

と
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

半鐘が使われなくなった火の見櫓から、拡
声器とサイレンがまちを見下ろしている。
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こ
う
考
え
て
い
く
と
不
安
と
い
う
概

念
も
、
不
足
と
か
、
満
足
度
と
か
、
も

し
か
し
た
ら
幸
福
度
の
よ
う
な
も
の
も

考
え
な
い
と
明
ら
か
に
で
き
な
い
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
文
明
化
が
問

題
に
な
り
ま
す
。
文
明
社
会
と
い
う
の

は
我
々
の
欲
望
を
駆
り
立
て
て
、
満
足

さ
せ
な
い
社
会
で
す
。「
自
動
車
に
こ

ん
な
付
加
価
値
を
つ
け
て
み
ま
し
た
」

と
か
、「
テ
レ
ビ
が
32
イ
ン
チ
で
こ
ん

な
に
美
し
く
な
り
ま
し
た
」
と
欲
望
を

駆
り
立
て
る
。「
こ
れ
で
満
足
し
て
い

て
は
だ
め
で
す
。
も
っ
と
新
し
い
機
能

や
付
加
価
値
が
つ
い
た
商
品
を
買
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
が
、
現
代
の
姿

で
す
。
ど
こ
で
満
足
す
る
の
か
、
何
を

不
足
と
考
え
る
の
か
、
技
術
と
欲
望
の

追
い
か
け
っ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

象
徴
的
な
話
で
す
が
、
ク
ロ
ー
ン
技

術
で
羊
の
ド
リ
ー
が
誕
生
し
た
翌
日
、

ア
メ
リ
カ
の
産
婦
人
科
の
先
生
の
と
こ

ろ
に
あ
る
女
性
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
そ
う
で
す
。「
私
た
ち
二
人
の
女

性
は
愛
し
合
っ
て
い
る
夫
婦
で
す
。
ド

リ
ー
の
技
術
を
使
っ
て
、
私
た
ち
が
子

供
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
で

し
ょ
う
か
」
と
質
問
し
た
と
い
う
の
で

す
。
女
性
同
士
が
愛
し
合
う
こ
と
は
そ

ん
な
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
の
今
ま
で
、
女

性
同
士
で
子
供
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は

誰
も
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、

あ
る
技
術
が
生
ま
れ
た
瞬
間
に
、
そ
の

欲
望
が
煽
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
わ
け

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
安
全
と
危
険
」
の

問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、「
満
足
・

不
足
」
と
い
う
感
覚
を
、「
安
心
・
不

安
」
と
絡
め
な
い
と
、
問
題
が
解
き
ほ

ぐ
せ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ま
な
ら
な
い
社
会
な
の
に

自
己
責
任
を
問
わ
れ
る

イ
ラ
ク
の
人
質
事
件
で
、
自
己
責
任

と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。

あ
あ
い
う
状
況
の
中
で
、
自
分
の
安
全

を
省
み
ず
出
か
け
た
こ
と
が
問
題
だ
、

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

裏
返
せ
ば
、
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
状

況
で
も
自
分
の
行
動
に
は
責
任
を
負
う

こ
と
が
で
き
る
と
、
ど
こ
か
で
思
っ
て

い
る
節
が
あ
る
。

し
か
し
我
々
は
、
安
全
に
つ
い
て
も

「
技
術
的
に
保
証
す
る
」
と
言
わ
れ
れ

ば
、
文
句
な
く
社
会
シ
ス
テ
ム
に
委
ね

て
き
た
わ
け
で
す
。
消
防
や
水
道
が
、

そ
の
よ
い
例
で
す
。
自
治
体
か
ら
「
水

道
を
つ
け
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
、「
確

か
に
ポ
ン
プ
の
電
気
代
も
か
さ
む
し
、

井
戸
職
人
も
い
な
い
。
管
理
に
お
金
も

か
か
る
」
と
、
私
は
井
戸
を
埋
め
て
水

道
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
地
方
自
治
体

が
提
供
し
て
く
れ
る
水
の
供
給
に
、
己

を
委
ね
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
私
は
、
東
京
の
供
水
装
置
が
故
障
し

た
り
、
災
害
で
動
か
な
く
な
っ
た
と
き

に
自
分
で
水
を
集
め
る
手
段
を
放
棄
し

た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で

す
。ゴ

ミ
も
そ
う
で
す
。
か
つ
て
は
、
自

分
の
家
で
燃
や
し
た
り
、
埋
め
た
り
し

て
い
た
も
の
を
、
全
部
地
方
自
治
体
が

や
っ
て
く
れ
る
ゴ
ミ
処
理
に
委
ね
て
い

ま
す
。
私
は
今
で
も
、
紙
な
ど
は
家
に

あ
る
小
さ
な
焼
却
炉
で
燃
や
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が

出
る
、
煙
が
迷
惑
だ
、
と
い
う
理
由
で

落
ち
葉
さ
え
焚
け
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
文
明
化
が
進
む
と
、
自

分
の
責
任
で
処
理
し
て
い
た
こ
と
も
、

必
然
的
に
公
の
シ
ス
テ
ム
や
マ
ー
ケ
ッ

ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
を
技
術
の

「
外
化
が
い
か

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

本
来
身
近
に
あ
っ
た
技
術
を
外
に
委

ね
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
社
会
で
、
自

己
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
矛

盾
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど

こ
ま
で
自
己
責
任
を
追
及
で
き
る
の
で

し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
先
は
公
共
サ
ー
ビ

ス
が
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
と
い
う
「
摺

り
合
わ
せ
」（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
）

が
、
今
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
上
手
に
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
安
全
学
の
大
事

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

火災保険の歴史
火災保険は、中世ヨーロッパ・ドイツでギ
ルドによる相互救済機関として発達し、15世
紀には火災を対象としたギルドが多数存在し
た。
イギリスでは、1666年のロンドン大火の直
後に、ニコラス・バーボンという医師が個人
で保険経営に乗り出したのが火災保険業の始
まりといわれている。1858年にはファイア・
オフィス・コミッティーが組織され、料率算
定とともに防災活動に乗り出している。
日本では、1887年（明治21）に、東京火災
保険会社（安田火災海上保険を経て、現・損
保ジャパン）が営業を開始する。保険金受け
取り第一号は、1890年（明治23）、東京・浅
草で牛肉商を営む井上さん。家屋火災に対し
て1600円の保険金が支払われた。
当時、火災保険会社が数社できたそうだが、
保険会社の体力も低く、利益を安定させるに
は、多数の契約者を集めねばならないという

ことで、料率競争になったこともあったよう
だ。リスクに見合わない安い保険料で契約者
を集めたため、火災になると払えないという
事態もあったようだ。
その後、もっぱら火災のみを対象としてい
た火災保険も、1959年の伊勢湾台風をきっか
けに、風水害も補償する商品に拡大した。一
方、高度成長期に入ると火災保険の加入率が
飽和状態になってきたため、各社とも補償範
囲を広げ商品の充実を図ることになる。例え
ば、火災の後片付け費用、怪我の治療費用、
近所への見舞金などを補償する（費用保険金）
商品も現れた。
火事は、日本においては地震と切り離して
は考えられない。地震火災の補償は火災保険
に含まれていないが、1923年の関東大震災の
ときに「これだけの損害が出ているのに保険
会社は冷たいのではないか」という世論があ
り、契約者に対して見舞金を払った例がある。
火災保険とは別に、地震保険の必要性につ
いては、戦後、地震が起きるたびに話題にの

保険はそもそも、リスクの大きかった海運業におい
て発達した。遭難や海賊による襲撃など多くの危険
を伴う海運業は、博打のような面もあり、船が無事
に戻るまで船主は大いに気を揉んだに違いない。
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割

そ
う
い
う
中
で
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
で

も
な
い
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

も
な
い
第
三
者
が
新
し
い
選
択
肢
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
い
し
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
こ
れ

か
ら
の
社
会
の
中
で
、
か
な
り
重
要
な

役
割
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま

す
。
小
さ
な
こ
と
し
か
で
き
な
い
個
人

が
力
を
合
わ
せ
た
新
し
い
働
き
が
、
可

能
性
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
昔
風
に
言
え
ば

隣
組
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

も
の
が
行
政
と
対
立
し
た
り
、
単
に
行

政
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
も
主
役
の
一
人
だ
と
い

う
気
持
ち
で
、
実
際
に
何
が
で
き
る
か

を
考
え
る
。

私
が
住
ん
で
い
る
三
鷹
市
は
昔
か
ら

そ
の
よ
う
な
傾
向
の
強
い
所
で
す
。
た

と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

よ
う
な
施
設
は
市
が
造
り
、
管
理
は
地

域
住
民
に
任
せ
ま
す
。「
み
な
さ
ん
の

好
き
な
よ
う
に
、
自
由
に
使
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と
、
住
民
の
側
も

無
責
任
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

自
分
た
ち
で
責
任
あ
る
組
織
を
つ
く
っ

て
き
ち
ん
と
管
理
し
ま
す
。
実
際
、
防

災
に
関
し
て
も
連
絡
網
を
つ
く
る
と
か
、

井
戸
が
ど
こ
に
残
っ
て
い
る
と
か
、
ど

こ
に
逃
げ
れ
ば
い
い
か
と
い
う
道
路
図

を
、
行
政
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
住

民
が
率
先
し
て
作
っ
て
い
る
例
も
あ
り

ま
す
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
で
意
識
が

高
ま
っ
て
き
て
い
る
し
、
自
分
た
ち
に

で
き
る
こ
と
、
で
き
な
い
こ
と
が
ど
れ

だ
け
あ
る
か
が
よ
く
話
し
合
わ
れ
て
い

ま
す
。
行
政
で
な
い
と
手
が
出
な
い
と

い
う
点
は
、
ち
ゃ
ん
と
行
政
に
申
し
入

れ
る
と
い
う
姿
勢
が
現
実
に
浸
透
し
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
姿
を
見
る
と
、
頼

も
し
く
感
じ
ま
す
。

安
全
に
慢
心
せ
ず
に

言
い
続
け
る

安
全
と
は
価
値
で
あ
り
、
そ
の
価
値

は
文
化
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
安
全
文
化
を
打
ち
立
て
て
い
く
た

め
に
は
、
言
い
続
け
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。企

業
の
ト
ッ
プ
と
こ
の
よ
う
な
話
を

す
る
と
、「
安
全
と
い
う
概
念
は
消
極

的
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
。

「
我
が
社
は
安
全
を
第
一
に
掲
げ
て
い

ま
す
、
安
全
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
企
業

価
値
で
す
」
と
は
、
な
か
な
か
言
え
な

い
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、

私
は
「
万
が
一
が
千
に
一
つ
に
な
っ
て

何
か
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
払

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
犠
牲
や
コ
ス
ト

を
考
え
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
す
。

今
ま
で
安
全
を
考
え
な
い
が
た
め
に
事

故
を
起
こ
し
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
失
墜

さ
せ
、
天
文
学
的
な
コ
ス
ト
を
払
っ
た

企
業
が
現
実
に
何
社
も
あ
る
か
ら
で
す
。

重
ね
て
「
安
全
と
い
う
価
値
は
、
何

に
も
ま
し
て
、
常
に
追
求
し
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
価
値
の
一
つ
で

す
。
何
か
が
起
き
て
か
ら
で
は
遅
い
と

い
う
こ
と
だ
け
は
肝
に
命
じ
て
ほ
し

い
」
と
申
し
上
げ
ま
す
。
安
全
で
あ
る

と
い
う
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
何

も
の
に
も
ま
し
て
価
値
の
あ
る
こ
と
な

の
で
す
。
や
は
り
そ
こ
を
わ
か
っ
て
い

た
だ
い
て
、
少
し
ず
つ
で
も
前
進
し
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
安
全
学

を
始
め
た
理
由
で
も
あ
り
ま
す
。
安
全

が
当
た
り
前
に
な
る
と
慢
心
し
が
ち
で

す
が
、
そ
の
意
味
で
も
、
言
い
続
け
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

安
全
に
対
し
て
も
圧
倒
的
な
力
を
持

っ
て
い
る
行
政
や
企
業
に
対
し
、
安
全

を
追
求
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
く

持
つ
よ
う
に
警
告
を
発
し
続
け
る
こ
と

が
、
市
民
が
怠
ら
ず
に
続
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
役
割
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

安全は達成されると、壊れ始める

も保険金を支払うしくみになっている。
仮に、いま東海地震が起きると、２兆円弱
程度の損害が見込まれているが、ちょうど同
額程度が準備金で積み立てられており、東海
地震が１回起きると、準備金が底をつく勘定
だ。ただ、空になっても払わないわけにはい
かないので、政府も保険会社も借金をしてで
も払うことになる。
このように、火災もかつては、天災と思わ
れていたのだろうが、財産も増え、持ち家率
も上がり、保険に対する見方や利用の仕方が
どんどん大衆化して根付いていった。それに
応じて、保険会社も補償範囲を広げることで
顧客のニーズに応えたというのが、日本の損
害保険の歴史といえそうである。

（参考：社団法人日本損害保険協会のインタビューより）

ぼった。実現した契機は、1964年（昭和39）
の新潟地震である。時の田中角栄大蔵大臣が
「国家保険のようなものをつくれ」と大号令
をかけ、２年後の1966年（昭和41）に地震保
険が設立された。
地震保険は、通常の損害保険とは異なり、

１回の地震で支払われる総額上限は現在５兆
円と決まっている。関東大震災クラスの地震
が起きても支払える額で、１回の地震で750
億円までは保険会社が、それを超えると政府

オランダ、ロッテルダム港。ヨーロッパ海運の一大拠点だ。


