
取引におけるリスクと
損金性についての考察

�

保
険
と
リ
ス
ク
概
念
等

企
業
が
直
面
す
る
地
震
、
火
災
等

様
々
な
タ
イ
プ
の
リ
ス
ク
へ
の
対
処

法
の
一
つ
と
し
て
「
保
険
」
が
存
在

す
る
。

我
が
国
の
法
律
に
は
「
保
険
」
の

定
義
が
な
く
、「
保
険
」
の
本
質
論
が

争
わ
れ
た
判
例
も
見
当
た
ら
な
い
。

保
険
法
で
は
「
リ
ス
ク
」
と
い
う

用
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
最
近
の

保
険
理
論
で
は
「
結
果
の
期
待
値
」

及
び
「
期
待
値
ま
わ
り
の
変
動
」
の

２
通
り
の
定
義
が
あ
る
。
ま
た
、
リ

ス
ク
は
移
転
、
ヘ
ッ
ジ
及
び
分
散
化

の
３
手
法
で
管
理
さ
れ
、
偶
発
的
損

失
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
を
引
き
受
け

る
保
険
会
社
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成

立
す
る
背
景
に
は
「
大
数
の
法
則
」

概
念
が
あ
る
。

保
険
加
入
者
は
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ

ア
ム
を
支
払
っ
て
リ
ス
ク
を
保
険
会

社
に
「
移
転
」
し
、
保
険
会
社
は
再

保
険
な
ど
の
「
分
散
化
」
に
よ
っ
て

リ
ス
ク
を
解
消
し
て
い
る
。
再
保
険

と
は
、
保
険
の
保
険
の
こ
と
で
あ

る
。例

え
ば
、
超
過
損
害
額
再
保
険
契

約
（E
xcess

of
L
oss

A
m
oun
t

C
over＝

Ｅ
Ｌ
Ｃ
）
は
保
険
事
故
に

よ
る
損
害
額
が
一
定
の
金
額
を
上
回

っ
た
場
合
に
、
そ
の
超
過
部
分
に
つ

い
て
一
定
の
限
度
ま
で
の
部
分
を
再

保
険
金
と
し
て
出
再
者
に
支
払
い
、

そ
の
対
価
と
し
て
受
再
者
に
事
前
に

合
意
し
た
再
保
険
料
を
支
払
う
タ
イ

プ
の
再
保
険
契
約
で
あ
る
。

再
保
険
料
は
掛
け
捨
て
だ
が
、
出

再
者
は
個
別
契
約
の
出
再
処
理
を
行

う
こ
と
な
く
、
高
額
損
害
が
発
生
し

た
場
合
の
保
有
額
を
一
定
に
抑
え
ら

れ
る
の
で
、
地
震
な
ど
の
広
域
か
つ

高
額
な
集
積
損
害
か
ら
保
有
部
分
を

守
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い

る
。保

険
料
と
リ
ス
ク
の
関
係
で
留
意

す
べ
き
こ
と
は
、
保
険
料
の
構
成
要

素
と
し
て
の
期
待
損
失
額
だ
け
を
リ

ス
ク
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
期
待
値
ま
わ
り
の
変
動
性
と
い

う
リ
ス
ク
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
不
即

不
離
の
関
係
か
ら
、
期
待
損
失
を
含

む
保
険
料
と
と
も
に
、
後
者
の
リ
ス

ク
移
転
も
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

�

Ａ
Ｒ
Ｔ（A

lternative
R
isk
Transfer ＝

伝

統
的
な
損
害
保
険
に
代
替
す
る
リ
ス
ク
移
転
の
方
法
）

の
登
場

気
象
保
険
の
リ
ス
ク
の
引
受
け
手

は
保
険
業
界
、
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

の
場
合
は
資
本
市
場
で
そ
の
経
済
的

機
能
は
変
わ
ら
な
い
点
か
ら
、
損
害

保
険
と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
境
界
が
な

く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

Ａ
Ｒ
Ｔ
は
再
保
険
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
た
が
、
従
来
の
保
険
と
の
相
違
点

は
、

１

補
填
責
任
発
動
の
ト
リ
ガ
ー
に

つ
い
て
の
決
め
方
が
、
実
損
補
填
の

原
則
に
対
し
て
、
実
際
に
損
害
を
蒙

っ
た
か
否
か
は
問
わ
な
い
点

２

支
払
保
険
金
額
に
つ
い
て
の
決

め
方
が
、
客
観
的
数
値
を
用
い
て
金

額
を
決
め
る
点

３

保
険
リ
ス
ク
の
移
転
先
が
損
害

・
再
保
険
会
社
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
保
険
業
界
の
外
に
移
転
す
る
点

に
あ
る
。

こ
こ
で
登
場
す
る
「
フ
ァ
イ
ナ
イ

ト
保
険
」
と
は
、
移
転
さ
れ
る
リ
ス
ク

が
限
定
さ
れ
て
い
る
（＝

fin
ite

）

保
険
な
い
し
再
保
険
を
意
味
し
、
典

型
的
な
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
再
保
険
で

は
、
受
再
者
に
よ
り
保
険
金
が
負
担

さ
れ
る
部
分
（
リ
ス
ク
部
分
）
に
つ

い
て
は
、
通
常
の
再
保
険
と
同
様
に

保
険
リ
ス
ク
は
受
再
者
へ
移
転
し
て

い
る
が
、
保
険
金
が
フ
ァ
ン
ド
か
ら

支
払
わ
れ
る
部
分
（
フ
ァ
ン
ド
部

分
）
に
つ
い
て
は
、
保
険
リ
ス
ク
は

出
再
者
に
留
保
さ
れ
、
受
再
者
は
タ

イ
ミ
ン
グ
・
リ
ス
ク
の
み
を
負
担
す

る
。保

険
リ
ス
ク
に
は
、
ア
ン
ダ
ー
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ス
ク
と
タ
イ
ミ
ン

グ
・
リ
ス
ク
が
あ
り
、
前
者
は
保
険

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
伴
う
本
来
的

な
リ
ス
ク
（
保
険
事
故
が
発
生
し
た

と
き
に
保
険
会
社
が
蒙
る
保
険
金
を

支
払
う
リ
ス
ク
）
、
後
者
は
保
険
事
故

の
発
生
に
よ
る
保
険
金
支
払
い
の
時

間
的
パ
タ
ー
ン
に
関
す
る
リ
ス
ク

（
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
保
険
事

故
に
よ
り
、
一
時
に
巨
額
の
保
険
金

支
払
い
が
生
じ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
が
シ
ョ
ー
ト
す
る
リ
ス
ク
）
の

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト

（
再
）
保
険
で
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
・

リ
ス
ク
は
移
転
す
る
も
の
の
ア
ン
ダ

ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ス
ク
は
移
転

し
な
い
点
及
び
保
険
の
本
質
で
あ
る

大
数
の
法
則
に
よ
る
リ
ス
ク
の
分
散

が
行
わ
れ
な
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。

多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
再
保
険
の
再
保
険
料

の
損
金
性
が
問
題
に
な
っ
た
の
が
次

の
課
税
事
件
で
あ
る
。

�

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
再
保
険
課
税
事

件
の
概
要

損
害
保
険
業
を
営
む
原
告
Ａ
社

は
、
企
業
向
け
地
震
保
険
の
引
受
け

を
開
始
す
る
た
め
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
子
会
社
Ｂ
社
（
１
０
０
％
出
資
）

と
の
間
で
Ｅ
Ｌ
Ｃ
再
保
険
契
約
（
以

下
「
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
」
）
を
締
結
（
外

４
社
と
も
締
結
）
し
、
掛
け
捨
て
の

再
保
険
料
を
支
払
う
。

Ｂ
社
は
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
に
基
づ
き
、

海
外
の
再
保
険
会
社
２
社
と
の
間
で

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
再
保
険
契
約
（
以
下

「
本
件
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
」
）
を
締
結

し
再
保
険
料
を
支
払
う
。
Ｂ
社
が
支

払
う
再
保
険
料
の
う
ち
一
定
部
分
は

普
通
の
掛
け
捨
て
再
保
険
料
で
あ

り
、
残
り
の
大
部
分
は
成
績
勘
定
残

高
（E

xperien
ce

A
ccou

n
t

B
alan

ce＝

Ｅ
Ａ
Ｂ
）
の
中
に
一
定

の
算
式
（
経
験
勘
定
方
式
）
に
従
っ

て
積
み
立
て
ら
れ
、
再
保
険
契
約
が

終
了
し
た
時
に
、
も
し
保
険
事
故
が

当
初
想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
よ
り
少

な
か
っ
た
場
合
に
は
一
定
の
金
額
が

Ｂ
社
に
払
い
戻
さ
れ
る
と
い
う
契
約

に
な
っ
て
い
た
。

支
払
再
保
険
料
の
う
ち
、
Ｅ
Ａ
Ｂ

の
中
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
く
部
分

は
Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
相
当
部
分
（
事
後
調

整
部
分＝

フ
ァ
ン
ド
）
で
あ
り
、
本

件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
の
う
ち
、
こ
の
フ
ァ
ン
ド

に
相
当
す
る
部
分
は
「
預
け
金
」
で

あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
課
税
事

件
で
あ
る
。

�

裁
判
所
の
判
断
（
東
京
地
裁
平
１７
（
行

ウ
）
５
８
６
号
、
平
２０
・
１１
・
２７
。
東
京
高
裁
平
２２

・
５
・
２７
確
定
。
い
ず
れ
も
国
側
敗
訴
）

１

主
な
争
点

①
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
再
保
険
料
の
う

ち
、
本
件
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
の

Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
額
相
当
部
分
の

損
金
該
当
性
及
び
Ｅ
Ａ
Ｂ
に

係
る
運
用
収
益
の
益
金
該
当

性
②
重
加
算
税
賦
課
決
定
処
分
の

適
法
性

２

東
京
地
裁
の
判
決
要
旨

�

租
税
法
は
、
経
済
活
動
な
い

し
経
済
現
象
を
課
税
の
対
象
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
経
済
活
動

な
い
し
経
済
現
象
は
、
第
一
義

的
に
は
私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ

れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
租

税
法
律
主
義
の
目
的
で
あ
る
法

的
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
課
税
は
原
則
と
し
て
私
法

上
の
法
律
関
係
に
即
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
と
解
さ

れ
る
。

（
国
側
の
）
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
と
本

件
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
は
相
互
に
密

接
に
関
連
し
た
不
可
分
一
体
の

も
の
と
し
て
、
原
告
の
税
負
担

の
繰
延
べ
や
回
避
等
を
目
的
と

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｂ
社
は
、
Ａ
社
が
直
接
に
本
件

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
を
締
結
せ
ず
に

メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
た
め
の

「
受
け
皿
」
又
は
「
導
管
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
の
主
張
に
対

し
て
、
保
険
事
故
が
生
じ
た
場

合
に
単
年
度
決
算
収
支
の
著
し

い
悪
化
を
回
避
し
つ
つ
、
利
益

を
最
大
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
採
用
し
た
ス
キ
ー
ム
と
し

て
十
分
に
経
済
的
な
合
理
性
が

認
め
ら
れ
る
。

�

本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ
再
保
険
料
の
う

ち
、
Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
額
相
当
部
分

の
損
金
該
当
性
は
、
本
件
フ
ァ

イ
ナ
イ
ト
の
Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
額
相

当
部
分
の
損
金
該
当
性
の
判
断

に
従
う
べ
き
と
の
主
張
に
対
し

て
、
本
件
フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
の
再

保
険
料
の
う
ち
Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
額

は
、
預
け
金
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
も
の
と
も
解
し
う
る

が
、
一
連
の
ス
キ
ー
ム
は
、
十

分
に
経
済
的
な
合
理
性
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
、
本
件
フ
ァ
イ
ナ

イ
ト
と
は
、
全
く
異
な
る
当
事

者
間
に
お
け
る
全
く
異
な
る
内

容
の
契
約
で
あ
る
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ

に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
金
員
の

損
金
該
当
性
に
つ
い
て
、
本
件

フ
ァ
イ
ナ
イ
ト
に
基
づ
い
て
支

出
さ
れ
た
金
員
の
損
金
該
当
性

と
全
く
同
一
に
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
と

し
、
又
Ｂ
社
と
の
間
で
（
Ｅ
Ａ

Ｂ
繰
入
額
の
）
返
還
合
意
が
明

示
的
に
さ
れ
た
と
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。

�

税
金
の
か
か
ら
な
い
「
第
二

の
異
常
危
険
準
備
金
」
と
い
う

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
Ｂ
社

を
あ
え
て
介
在
さ
せ
て
本
件
各

契
約
を
行
っ
た
も
の
で
、
経
済

取
引
と
し
て
の
合
理
性
が
欠
け

る
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、
税

務
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
Ｂ
社
に
は
タ
ッ
ク
ス

ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
が
適
用
さ

れ
な
い
た
め
当
然
の
結
果
で
あ

り
、
違
法
の
問
題
は
生
じ
な

い
。

�

こ
れ
ら
の
契
約
内
容
に
は
そ

れ
ぞ
れ
経
済
的
な
合
理
性
が
認

め
ら
れ
、
専
ら
租
税
回
避
等
の

目
的
で
法
的
な
外
形
を
作
出
し

た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
、
当
事
者
が

選
択
し
た
当
該
法
形
式
に
基
づ

く
法
律
関
係
を
前
提
と
し
て
課

税
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�

そ
う
す
る
と
、
本
件
Ｅ
Ｌ
Ｃ

に
基
づ
い
て
支
払
っ
た
掛
け
捨

て
の
保
険
料
は
そ
の
全
額
が
損

金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
り
、
又
Ｅ
Ａ
Ｂ
加
算

額
が
、
当
該
当
事
者
の
契
約
で

な
い
原
告
の
益
金
に
該
当
す
る

こ
と
は
な
い
。

�

本
件
判
決
等
の
分
析
と
検
討

１

評
価
等

一
連
の
事
実
の
法
的
評
価
が
問

題
と
な
っ
た
本
件
判
決
は
、
課
税

要
件
事
実
の
認
定
、
と
り
わ
け
契

約
の
性
質
決
定
が
問
題
と
な
っ
た

場
合
に
、
裁
判
所
が
い
か
な
る
手

順
で
判
断
す
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
た
点
で
極
め
て
注
目
に
値
す

る
。（

国
側
の
）
こ
れ
ら
の
法
形
式

上
は
別
々
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、

一
つ
の
全
体
的
な
ス
キ
ー
ム
に
基

づ
い
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
Ｂ
社
は
導
管
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
一
体
的
把
握
法
に
基
づ
い
た

主
張
は
、
複
数
の
私
法
取
引
の
一

体
的
な
関
係
を
根
拠
に
租
税
関
係

を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
許

容
し
た
映
画
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ス
事

件
判
決
等
と
異
な
り
、
本
件
判
決

で
は
「
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
人
間

の
異
な
る
内
容
の
契
約
で
あ
る
」

と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

第
１
審
判
決
の
「
経
済
的
な
合

理
性
」
と
い
う
観
点
に
対
し
て
、

控
訴
審
判
決
で
は
「
当
事
者
の
真

の
効
果
意
思
が
欠
缺
し
て
お
り
契

約
が
無
効
と
認
定
さ
れ
る
か
ど
う

か
」
等
か
ら
の
判
断
で
あ
っ
た
。

２

租
税
法
適
用
の
前
提
と
な
る
外

国
私
法
の
選
択
（
準
拠
法
の
問

題
）法

の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第

４２
条
を
適
用
し
、
本
件
フ
ァ
イ
ナ

イ
ト
に
関
す
る
法
人
税
の
課
税

は
、
国
内
公
序
で
あ
る
日
本
の
私

法
に
よ
っ
て
法
的
性
格
を
決
定
さ

れ
た
上
で
課
税
物
件
の
有
無
が
判

断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
判
示
。

３

保
険
リ
ス
ク
の
面
か
ら
の
検
討

「
Ｅ
Ａ
Ｂ
繰
入
額
は
預
け
金
と

し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
も

解
し
う
る
」
と
は
、
保
険
リ
ス
ク

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
、
い

か
な
る
理
由
で
「
本
件
フ
ァ
イ
ナ

イ
ト
は
保
険
事
故
が
生
じ
た
場

合
、
常
に
全
額
が
保
険
リ
ス
ク
を

負
担
す
る
部
分
」
と
さ
れ
る
の

か
、
一
部
の
リ
ス
ク
が
な
い
場
合

で
も
「
定
義
の
な
い
保
険
に
該
当

す
る
」
と
い
う
理
解
な
の
か
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
税
務
上
損
金
算
入
を
認
め

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
移
転
さ

れ
る
リ
ス
ク
の
性
質
と
そ
の
程
度

を
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
保

険
を
リ
ス
ク
の
観
点
か
ら
判
断
が

示
さ
れ
て
い
れ
ば
損
金
該
当
性
と

の
関
係
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

４

経
済
的
な
合
理
性
の
判
断
に
つ

い
て各

再
保
険
取
引
の
中
途
解
約
と

い
う
事
実
認
定
か
ら
す
る
と
、「
一

連
の
ス
キ
ー
ム
と
し
て
十
分
に
経

済
的
な
合
理
性
が
あ
る
」
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
当
該
ス
キ
ー
ム
を

崩
し
て
ま
で
再
保
険
契
約
を
解
約

す
る
理
由
は
な
く
、
裏
返
し
て
い

え
ば
、
解
約
理
由
如
何
で
は
合
理

的
な
経
済
取
引
で
あ
っ
た
と
は
言

え
な
い
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

５

経
済
活
動
と
コ
ス
ト
と
し
て
の

税
負
担

移
転
価
格
税
制
の
適
用
の
可
能

性
を
意
識
し
て
行
動
す
る
こ
と

は
、
企
業
と
し
て
は
合
理
的
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
出
再
金
額

の
わ
ず
か
部
分
を
第
三
者
（
外
４

社
）
に
出
再
し
、
あ
え
て
独
立
企

業
間
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
に
そ

の
経
済
的
合
理
性
、
必
要
性
の
評

価
が
望
ま
れ
る
。

６

個
別
否
認
規
定
に
つ
い
て

本
事
件
で
の
課
税
庁
の
認
定

は
、
租
税
回
避
目
的
の
認
定
か
ら

直
ち
に
取
引
の
真
実
性
を
否
定
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
取
引
の
真
実
や
真
実
性
の

認
定
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
国

際
取
引
に
係
る
税
務
調
査
の
法

的
、
実
務
面
で
の
制
約
、
限
界
が

あ
り
、
国
際
税
務
に
係
る
課
税
の

難
し
さ
で
あ
り
、
個
別
的
な
否
認

規
定
を
有
し
な
い
限
り
、
租
税
回

避
が
是
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

今
後
の
税
制
面
で
は
各
国
の
租
税

回
避
行
為
へ
の
対
応
策
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
な
お
、
本
稿
は
平
成
２３
年
４
月

１９
日
の
日
本
税
務
会
計
学
会
で
の
月

次
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
参
考

・
引
用
文
献
等
は
紙
幅
か
ら
省
略
し

て
い
る
）

森井泉勝人［日本橋］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
２３
年
４
月
月
次
研
究
会
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