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１・貿易取引の流れ

（１）貿易取引と国内取引との相違点

①貿易取引は 国内取引と比べて多くのリスクがある

(ⅰ)国が異なるため、売主(輸出側）と買主(輸入側）が相互の情報を持っていない
・・・ 基本となる商習慣の違い

～ 取引相手の信用状況に不安がある ＝ 信用リスク
～ 本当に代金を払ってくれるか不安   ＝ 代金回収リスク
～ 本当に契約通りの商品が届くか不安 ＝ 商品入手リスク

（ⅱ）国が異なるため、商品の輸送距離が長く、時間もかかる
～ 輸送途上の貨物の損傷や事故に対する不安 ＝ 貨物の輸送上

のリスク
～ 前払いだと輸入者の商品入手が代金支払い ＝ 資金負担リスク

より遅れ、後払いだと輸出者は商品を出荷した
にもかかわらず代金回収が遅れる

（ⅲ）通貨が異なるため代金決済が複雑である
～ 通貨の交換が必要になる ＝ 為替変動リスク
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１・貿易取引の流れ

（１）貿易取引と国内取引との相違点

①貿易取引は 国内取引と比べて多くのリスクがある

これら様々なリスクを回避・カバーするための仕組みを貿易関係者は生み出した。
一部とはなるが以下の通り。

(ⅰ)信用リスク・代金回収リスク ・・・ 信用状取引（Letter Of Credit)
(ⅱ)貨物の輸送上のリスク ・・・ 外航貨物海上保険
(ⅲ)為替変動リスク ・・・ 為替予約、通貨オプション

⇒ 貿易取引には多くの関係者がおり、そうした貿易関係者と密な連携を
とる必要が生じる。 ・・・ 次頁「貿易取引における各プレイヤー」

→ こうした貿易取引のリスクを理解して、国際取引におけるトラブルについて
必要な手当てを講じて対策をすることが必須となる。

＝ ただし必要な手当てを講じても、１００％リスクヘッジできる万能策は無い
ことも理解する必要があり。（商売上のリスクは常に残る）
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１・貿易取引の流れ
貿易取引／各プレイヤー

（１）貿易取引全体像 全 体 像



①マーケティング － ４つの「P」
Products（商品計画）、Price（価格）、Promotion（販売促進）、Place（流通）

【取引交渉の内容】

✓ 品質条件（商品に係る確認）－見本、標準品、仕様書、規格、銘柄

✓ 数量条件（数量に係る確認）－個数単位、重量単位、容積、長さの単位

✓ 貿易取引条件（価格に係る確認）

✓ 輸送条件（輸送に係る確認）

✓ 決済条件（代金支払いその他に係る確認）

③取引交渉
引合い（Inquiry）⇒オファー（Offer）⇒カウンターオファー（Counter Offer）

②信用調査 － 取引先＋カントリーリスク

④取引成立 － 契約書の作成

（１）貿易取引における売買の流れ
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１・貿易取引の流れ
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インコタームズ
を理解しよう



輸送中の危険を輸出者あるいは輸入者のどちらが負担するのか、また、保険の手配はどちらがしなければ
ならないかについては、各種国際規則において取引条件ごとに定められています。

その中で最も一般的に使用されている国際規則が、国際商業会議所の定める
INCOTERMS(International Commercial Terms)です。

（１）インコタームズ とは

9

２・貿易取引条件としてのインコタームズ



日本 U.S.A

輸出者 保険はどちらが手配するのですか？

船の手配は？

輸送中の損害どちらが負担するので
しょうか？

？

輸入者
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（１）インコタームズとは

２・貿易取引条件としてのインコタームズ



①主語が何か
・「輸出者」（売主）が主語。

②３枚のトランプカード

Ｃ

Ｉ

F

COST
（モノの値段）

INSURANCE
（保険）

ＦＲＥＩＧＨＴ
（運賃（海上・航空））

CIF 条件

CFR（C&F)条件

FOB 条件

わかりやすい
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（２）インコタームズの覚え方

２・貿易取引条件としてのインコタームズ



CIF

輸出者 輸入者

危険の移転

船の手配

輸出者保険の手配

U.S.AJAPAN

③インコタームズ・危険の移転
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２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（２）インコタームズの覚え方



危険の移転

CIF

輸出者 輸入者

FOB輸出FOB保険
は見落とされがち！！

③インコタームズ・危険の移転
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２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（２）インコタームズの覚え方



①主語が何か
・「輸出者」（売主）が主語。

②３枚のトランプカード

③危険の移転時期

Ｃ

Ｉ

F

COST
（モノの値段

INSURANCE
（保険）

ＦＲＥＩＧＨＴ
（運賃（海上・航空）

インボイス（Ｉｎｖｏｉｃｅ）
（商業送り状）

保険証券（Insurance Policy）

船荷証券（Bill of Lading）

航空運送状(Air Waybill)

書類とリンク
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２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（２）インコタームズの覚え方 ＝ まとめ



◆ インコタームズ（INCOTERMS）２０２０が制定

⇒ なお、商取引上、過去のインコタームズ（2000.2010)の使用は可能であるため、
  売買当事者 間において、 いつ改定されたインコタームズが適用されるか
  明確に取り決めておく ことが肝要です。
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２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（３）インコタームズ２０２０



EXW

輸出者 輸入者

危険の移転

船の手配

保険の手配

U.S.AJAPAN

①ＥＸＷ条件とは(Ex-Works 工場渡し）
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輸出側内陸輸送の手配
輸入者

２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（３）インコタームズ２０２０



FCA

輸出者 輸入者

危険の移転

船の手配

保険の手配

U.S.AJAPAN

②ＦＣＡ条件とは(Free Ｃａｒrｉｅｒ 運送人渡し）
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輸入者

指定運送人

２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（３）インコタームズ２０２０



DDP

輸出者 輸入者

危険の移転

船の手配

輸出者保険の手配

U.S.AJAPAN
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③ＤＤＰ条件とは(Delivered Duty Paid 関税込み持込渡し）

輸入国側関税の支払

２・貿易取引条件としてのインコタームズ

（３）インコタームズ２０２０
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Cost Cost Cost

Freight Freight

Insurance

ＣＦＲ
Cost & Freight

ＦＯＢ
Free On Board

ＣＩＦ
Cost Insurance Freight

（例）海上保険料

3万円

（例）運賃

50万円

（例）機械1台

1,000万円

（４）ケーススタディ
主要３条件（ＦＯＢ、ＣＦＲ、ＣＩＦ）どの売買条件がメリットがある？

２・貿易取引条件としてのインコタームズ
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Cost Cost Cost

Freight Freight

Insurance

ＣＦＲ
Cost & Freight

ＦＯＢ
Free On Board

ＣＩＦ
Cost Insurance Freight

（例）海上保険料

3万円
（例）運賃

50万円

（例）機械1台

1,000万円

どの売買条件が良いかを総合的に判断して、売買条件を取り決める
⇒ 【運賃】運賃市況はどうか、原油高騰による影響があるか？
⇒ 【保険】保険自国付保優遇税制のある国か、そもそも付保規制の有無は？
⇒ 【グループ収益】自社グループ内に物流会社とか保険代理店が有るか？

（４）ケーススタディ

２・貿易取引条件としてのインコタームズ
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国際運送人
の責任を理解しよう



（１）国内運送人と国際運送人は責任範囲が異なります

弁償してください！！

商品を破損させて
しまいました・・・。

国内輸送の場合・・・このようなやりとりが想定されます。

荷主

運送
業者
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３・国際運送人の責任を理解しよう



運送人の責任
受託貨物を仕向地まで安全に輸送する義務を負っており、それが

できなかった場合には荷主に対して損害を賠償する責任があります。

国際運送人の責任制限
運送契約上認められた免責事項や責任限度額
の規定により、荷主は運送人から十分な損害の賠償を得ることができない可
能性があります。

国際海上運送人の責任 → ヘーグ･ヴィスビー･ルール
国際航空運送人の責任 → モントリオール第四議定書
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３・国際運送人の責任を理解しよう

（２）国際運送人の責任
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国際運送人の責任額

～ 船会社と航空会社では責任限度額が異なる点について注意。

● 国際海上運送人（船会社）

６６６．６７ ＳＤＲ／梱包単位 もしくは ２ ＳＤＲ／per Kg のいずれか高い方

● 国際航空運送人（航空会社）

２２ ＳＤＲ／ per Kg

※ただし、あくまでも前頁に記載の通り、国際運送人として責任を負うリスクについてのみ適用
となる点は注意が必要。

３・国際運送人の責任を理解しよう

（２）国際運送人の責任



運送人の賠償責任 荷主の負担 貨物保険
（ICC(A)、IWC、ISC条件）

戦争
ストライキ

天災
不可抗力

船舶火災

航海過失

運送品の
積込・運送・
保管等の
取扱いに
関する過失

666.67SDR/

包、単位また
は総重量 ｘ 2 
SDR/kgのい
ずれか高い方
に責任制限

※SDRとはIMF(国際通貨基金)の特別引出権
（Special Drawing Right）のこと。
2024年１月現在 1SDR=約184円

（３）国際海上運送人（船舶輸送）の責任内容と外航貨物海上保険の関係
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３・国際運送人の責任を理解しよう



国際輸送中の
様々な事故事例
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４・国際輸送中の様々な事故事例

（１）近年の自然災害の脅威

（２）大型コンテナ船の事故事例

（３）個別事故事例



（１）近年の自然災害の脅威 ～ 2018年9月 台風21号損害
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４・国際輸送中の様々な事故事例



（１）近年の自然災害の脅威 ～ 2018年9月 台風21号損害
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４・国際輸送中の様々な事故事例
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４・国際輸送中の様々な事故事例

（２）大型コンテナ船の事故事例

事例1． NYK ARGUS
 (2004年建造、75,500G/T、6,492TEU)

• 2004年10月、地中海を航行中にNO.3ホールドから発煙、ホールド内の温度上昇を確認。
• ホールド内を密閉し、CO2ガスを放出、更にホールド内に海水を注入したところ、事態は

沈静した。
• しかし、同ホールド内の多数のコンテナに煙による臭損、放水による濡損が発生した。

出典: Wikimedia Commons  2013/9/5
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altenwerder5590.JPG

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Altenwerder5590.JPG


31

４・国際輸送中の様々な事故事例

（２）大型コンテナ船の事故事例

事例2． WAN HAI 307

(2002年建造、25,836G/T、2,226TEU)

• 2007年7月、伊豆諸島沖で貨物船と衝突。その結果、コンテナ船の機関室に浸水、
コンテナも数本流出した。

• その後、本船は救助業者により救助され、一部のコンテナを瀬取りの上、横浜港
まで曳航された。

• 本船は修繕が必要のため、コンテナ全量を荷卸し。問題のないコンテナは代船に
積み替えられ、輸送を継続した。

出典: The Law Offices of Countryman & McDaniel  2013/9/5
http://www.cargolaw.com/2007nightmare_alpha.action.html          

出典: The Law Offices of Countryman & McDaniel  2013/9/5
http://www.cargolaw.com/2007nightmare_alpha.action.html
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４・国際輸送中の様々な事故事例

（２）大型コンテナ船の事故事例

事例3． MOL COMFORT
(2008年建造、86,692G/T、8,110TEU)

• 2013年6月17日、インド洋オマーン沖航行中に荒天に遭遇し、船体中央部に亀裂
が発生。船体は２つに破断し、コンテナを積載したまま、それぞれ漂流を開始。

• 救助業者を手配し曳航を試みるも、船体後半部は6月27日に沈没。
• 船体前半部は7月6日に出火し、多数のコンテナが焼損。火災の進行により、

船体の傾斜が拡大し、7月11日に沈没。

＜船体前半部＞ ＜船体後半部＞

出典: gCaptain  2013/9/5
http://gcaptain.com/tag/mol-comfort/

出典: gCaptain  2013/9/5
http://gcaptain.com/comfort-images/
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４・国際輸送中の様々な事故事例

（３）個別貨物事故事例

• 濡損、破損、汚損、盗難・不着、不足・欠減、カビ、Ｃａｋｉｎｇ、錆、解凍 等
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４・国際輸送中の様々な事故事例

（３）個別貨物事故事例

• 濡損、破損、汚損、盗難・不着、不足・欠減、カビ、Ｃａｋｉｎｇ、錆、解凍 等



外航貨物海上保険
を理解しよう
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①冒険貸借
⚫ 古代ギリシャ時代の海上輸送 → 荷主と船主で損害を負担（共同海損）

⚫ 紀元前4世紀頃、商品が金融業者から金を借りて貿易を行い、成功した際に
利子をつけて返還する制度ができた → 冒険貸借

この制度が発展し、14世紀のイタリア商人らにより「海上保険」が誕生

②ロイズ

（１）海上保険の歴史

36

・ Edward Lloydが始めたコーヒー店
～ 船長、船員、貿易商などがよく集まるコーヒー店（溜まり場）
～ ロイド氏は新聞の無い時代に海事に関する「ロイズ・ニュース」発行

・ ロイズコーヒー店は一種の「取引所」へ
～ さらに船主や荷主なども集まるようになり情報交換の場が加速。

船主や荷主は「保険の引き受け手」を探すように

 → 同コーヒー店で交換される情報を基に「個人資産家」が
 保険の取引（引受け手）を行うようになった。

 ※「個人投資家」～ 王室、貴族、大臣 など
→ 両者を仲介する存在としてブローカーも
（出典 木村栄一「ロイズ・オブ・ロンドン～知られざる世界最大の保険市場）

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険
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③ロイズ・オブ・ロンドン
・ロンドン・シティ（金融街）にビル。個人が引受・無限責任は不変の考え方
～ 今でもロイズ組合でもなくロイズ評議会でもなく、あくまでも個人が原則。

基本のフレームは３００年以上変わっていない。

・１９９４年に法人（有限責任を主体）も一部受け入れを開始。
～ 背景として巨大災害の多発により個人資産家の破産や脱退が相次ぐ。

～ 法人会員は日本の損害保険会社も含めむ世界有数の保険グループや
ロンドン上場企業などが参加

左）ロイズのビル

右）ビル内のRoom風景
→ 様々な会社などが

看板を出して
「Room」で引受

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険

（１）海上保険の歴史



Ｑ・ なぜ世界で普及している外航貨物海上保険は、ロンドンの保険協会の約款

を世界各国で使用しているのか？

Ａ・ 広く世界に普及しているイギリスの約款を採用している実態

I n s t i t u t e Ca r go C l a u s e （ロンドン協会貨物約款）

理 由 と し て、
同約款には長い 歴史に培われた事故時の判例が多く、 国際間の契約
紛 争 等 にも 役 立 つ ため 。

Ｑ・ 外航貨物海上保険で使用している戦争危険料率は実質 誰が決めているのか？

Ａ・ イギリスのWa r  Ra t e  Comm i t t e eが定めるWa r  Ra t e表に準拠した
対応をしている国が多い。

Wa r （ 戦 争 危 険 ） は 世 界 の 紛 争 状 況 を 知 る情 報 力 と 、 万 一 発 生 し た
場 合 に、 その 再 保 険 を引 受 け てい るロンドン市 場 に頼 ら ざ るを得 な
い 部 分 が 大 き い 。

（２）海上保険の歴史が現在に及ぼす影響
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（３）外航貨物海上保険（Marine Cargo Policy）の概要

海上危険（Marine Risk）

外航貨物海上保険の約款は世界に普及しているロンドンの保険協会の約款
を使用しています。

戦争およびストライキ危険
（War & Strikes Risk）

Institute War Clauses (I.W.C.)

Institute Strikes Clauses (I.S.C.)

Institute Cargo Clauses (I.C.C.) 2009
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（４）海上危険（Marine Risk）に対する基本条件と補償内容

2009年制定協会貨物約款（Institute Cargo Clauses (I.C.C.) 2009）
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（４）海上危険（Marine Risk）に対する基本条件と補償内容

Institute Cargo Clauses(A)

大前提：偶然・外来・直接

Institute Cargo Clauses(B)

Institute Cargo Clauses(C)

全て払います、でもこれだけは払えません。

書かれているものだけ払います。

包括責任

列挙責任
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



保険金をお支払いしない主な損害 重要

✓故意・違法行為による損害

✓荷造り・梱包の不完全・コンテナ内への積付不良
による損害（ただし、危険開始後に被保険者以外もしくはその使用人以
外の者によって行われる場合を除く）

✓貨物固有の瑕疵または性質による損害

✓航海、運送の遅延に起因する損害

✓偶然性のない損害、通常の損害

✓放射性物質による損害 など

42

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険

（４）海上危険（Marine Risk）に対する基本条件と補償内容



（５）戦争・ストライキ危険の補償内容

Institute War Clauses (I.W.C.)の保険金をお支払する主な場合

Institute Strikes Clauses (I.S.C.)の保険金をお支払する主な場合

危険の具体例

戦争・内乱・革命・謀反・反乱 ○

上記から生じる捕獲・拿捕・拘束・抑止または拘留 ○

遺棄された機雷・魚雷・爆弾またはその他遺棄された兵器 ○

危険の具体例

ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうもしくは暴動 ○

一切のテロ行為 ○

政治的、思想的または宗教的動機から活動する者による損害 ○

ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょうもしくは暴動から生じる労働者の不
在、不足または引き上げから生じる滅失、損傷または費用

×

大前提：偶然・外来・直接
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（６）保険期間

海上危険・ストライキ危険の保険期間

貨物が仕出地の倉庫または保
管場所において、輸送開始の
ために輸送車両または他の輸
送用具に直ちに積み込む目的
で初めて動かされたとき

始期

仕向地の最終倉庫または
保管場所において輸送車
両または他の輸送用具か
らの荷卸が完了したとき

終期

「A地点を出発してからB地点に到着するまで」
という航海建
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（６）保険期間

海上危険・ストライキ危険の保険期間

• 通常の輸送過程以外の保管を行うための倉庫または保管場所で
外航本船（航空機）からの荷卸が完了したとき

• 貨物の分配・仕分けを行うための倉庫または保管場所で輸送用
具からの荷卸が完了したとき

• 荷卸後６０日（航空機輸送の場合３０日）が経過 したとき

終期 注意

保管
倉庫

最終
仕向地
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（６）保険期間

戦争危険の保険期間

貨物が外航本船（航空
機）に積み込まれたとき

始期

貨物が外航本船（航空機）
から荷卸されたとき

終期
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



47

（６）保険期間 輸入時の「責任の始終」に関する特別約款に注意

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



48

（６）保険期間 輸入時の「責任の始終」に関する特別約款に注意
ＦＯＢ Attachmenｔ Clause

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（７）保険料

保険料＝保険金額×保険料率

保険金額（Insured Amount）

保険契約時の契約金額で、支払われる保険金の最高限度額。
通常はＣＩＦ価額（ＣＩＰ価額）×１１０％で設定。
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険

※よくある質問
ＣＩＦ（ＣＩＰ）価額をなぜ １０％分Ｕｐするのでしょう？

（理由）
・輸入をすることで、輸入者は自国において販売（転売）することで‘希望利益’

が発生するという理屈
・その‘希望利益’は１０％相当とみなすという実務の決め

～ インコタームズや信用状統一規則にもその旨規定があり。



（７）保険料

保険料＝保険金額×保険料率

保険料率(Rate)

保険金額に対する保険料の割合
 海上危険料率（Marine Rate）
 ＋戦争・ストライキ危険料率（War & Strikes Rate）

＝合計料率として表記

～ 料率の決定要素
・貨物の種類・性質、荷姿(梱包状態）・数量・価額、
・積載船舶・輸送方法、・輸送区間・経路・季節
・過去の事故率、補償の範囲(特約） など
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



（８）外航貨物海上保険 約款改定の歴史

旧約款に注意 Institute Cargo Clauses 1963 → 1982 ⇒ 2009 改定の歴史

51

ロンドン保険協会では国際物流実態に即して、約款の改定を行ってきた歴史があります。
Institute Cargo Clauses（1963）＝ いわゆる旧約款
～ 保険条件 Ａ／Ｒ条件＝ All Risks（全危険担保）、ＷＡ条件（分損担保）

ＦＰＡ条件（分損不担保）

Institute Cargo Clauses（1982） 
Institute Cargo Clauses（2009） 
～ 保険条件 Ａ条件、Ｂ条件、Ｃ条件

⇒ 現在はInstitute Cargo Clauses（2009)が大半となるまで普及している。

⇒ 一方で・・・
いまだに旧約款を使用したがる海外取引先も一部にはあり。

＝ 実務上の注意事項
Institute Cargo Clausesの（ ）が西暦何年となっているか十分に注意！！

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険



旧約款（１９６３）・新約款（１９８２、２００９）の 保険条件とてん補範囲に関する比較表
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５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険

（８）外航貨物海上保険 約款改定の歴史



旧約款に注意

53

⇒ 現在はInstitute Cargo Clauses（2009)が大半となるまで普及している。

⇒ 一方で・・・ いまだに旧約款を使用したがる海外取引先も一部にはあり。

（設問例）
・信用状取引（Ｌ／Ｃ）により海外の取引先の銀行が旧約款＝ＩＣＣ(1963)を指定してきた
場合には

・仮に、もし日本の輸出者が、他の取引同様に ＩＣＣ（2009）で保険証券を発行依頼して
海外の買い手に誤ってそのままＩＣＣ(2009)で送付してしまった場合

⇒ ディスクレ（買取不能）として海外の取引先の銀行が、代金の決済を拒否することに
（つまり代金が送金されないので、日本の輸出者側が貨物を送ったにもかかわらず、お金を
得られない怖れにつながります）

⇒ 保険証券の発行を保険会社に依頼するときに、ＩＣＣ(1963)での発行をきちんと依頼する

５・国際輸送中の貨物を守る外航貨物海上保険

（８）外航貨物海上保険 約款改定の歴史



外航貨物海上保険
事故時の

初期対応について

54



事故に遭われた際 ご対応頂きたいこと

①損害の拡大防止･軽減のために合理的な
処置を講じていただくこと

②契約運送人･実運送人等に対する損害賠償
請求権（求償権）の保全･行使に必要な
手続きを行っていただくこと

③遅滞なく保険会社にご連絡いただくこと

④必要な書類･証拠をご提出いただき、
損害の調査にご協力いただくこと
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６・保険事故に遭われた際の初期対応



①損害の拡大防止･軽減のために合理的な処置
を講じていただくこと

具体的に講じて頂くことは

写 真 撮 影

貨物の異常を記録する
（書類へのリマーク記載）

受損貨物・梱包はそのままに

ただし損害拡大防止措置は速やかに！
56

６・保険事故に遭われた際の初期対応



②契約運送人･実運送人等に対する、損害賠償
請求権（求償権）の保全･行使に必要な手続き
を行っていただくこと

Notice of Claim の提出

ただし タイムリミット(次頁)に注意！
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具体的に講じて頂くことは

６・保険事故に遭われた際の初期対応



JAPAN
U.S.A

通知は貨物受取から 14日以内

U.S.A

通知は貨物受取から ３日以内

厳守です！

海上輸送

JAPAN

航空輸送
Notice of Claim の提出

58
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６・保険事故に遭われた際の初期対応



貨物がいつ･どこに到着したのか

考えられる損害原因は何か

損害貨物の詳細情報
（数量や損害状況、見込損害額等）

損害貨物の保管場所と連絡先

損害がいつ発見されたのか

③遅滞なく保険会社にご連絡いただくこと

具体的に講じて頂くこと
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６・保険事故に遭われた際の初期対応



荷 主現 場 保険会社

事故発見

リマーク

早期検品

現場確認

運送人に
事故通知

内容確認
写真撮影

連絡

提出 提出
連絡

サーベイヤー手配
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６・保険事故に遭われた際の初期対応



外航貨物海上保険
保険証券
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７・外航貨物海上保険 保険証券

①被保険者
②インボイス番号
③保険証券番号
④保険金額
⑤保険金支払地
⑥損害発生時の事故通知先
（クレームエージェント）
⑦保険条件
⑧接続輸送用具
⑨奥地（内陸）仕出し地
➉積載外航本船名
⑪船積港
⑫船積出港日または出港予定年月日
⑬荷卸港
⑭最終仕向け地とそこまでの運送手段
⑮貨物（名称、数量、荷姿、ケースマーク他）
⑯保険証券作成年月日
⑰保険証券発行通数
⑱保険会社発行サイン
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７・外航貨物海上保険 保険証券

注意点
④保険金額
ＣＩＦ(CIP)価格の１１０％
・・希望利益１０％を加える世界の商慣習

・・日本円の場合 千円単位で切り上げ

⑦保険条件
ＩＣＣのどの条件かを明記

・・1982，2009の新約款
ICC(A)、(B)、(C)のいずれか

・・1963の旧約款
ＩＣＣ（FPA）（ＷＡ）（All Risks）
のいずれか

➉積載外航本船名、⑪船積港
⑫船積出港日または出港予定年月日
⑬荷卸港
船荷証券と一致しているか

⑮貨物（名称、数量、荷姿、ケースマーク他）
インボイスと一致しているか
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７・外航貨物海上保険 保険証券

注意点
⑯保険証券作成年月日
船荷証券の船積日以前となっているか

⑰保険証券発行通数
信用状取引の場合、信用状に記載された
発行通数となっているか

・・表記方法は Two とか Three

⑱保険会社発行サイン
きちんと発行署名があるか

※ただし現在は必ずしも肉筆サインではなく
刷り込みサインも流通し始めている
（→ 近い将来には電子サイン化）

⇒ すべて
信用状統一規則第28条に記載があり。
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７・外航貨物海上保険 保険証券

保険契約/保険申込

保険会社への保険申込み方法

⇒ 日本の保険会社では
インターネット画面によるネット通知申込み
が主流

＝ ネット通知画面が左図の通り

⇒ 海外の一部の保険会社では紙／ＦＡＸ
による通知申込みも有。

＝ 左図「確定申込書」の通り
・品名、数量など
インボイスと一致

・船積日、船名など
船荷証券と一致

・保険条件・保険金支払地など
選択ボックスをチェック「X」記載



製造物責任保険
（ＰＬ保険）

66



（１）製造物責任とは

製造物責任（Product Liability）

製品の欠陥によって（通常備えるべき安全性を欠いて）、消費者等の第三者が
生命・身体・財産上の損害を被った場合に、
製造者（輸入業者や一定の要件の下で販売業者も）に課される損害賠償責任
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８・製造物責任保険

※注意１
損害賠償責任を課されるのは 製品の欠陥に責任を負う製造者(メーカー）だけ
ではなく、輸入業者や販売業者（輸出業者）にも課されることに注意

※注意２
輸入・販売されたその国の法律に基づき国ごとに賠償範囲が異なる点に注意

⇒ 貿易（輸出・入）をする上で、外航貨物海上保険同様に、
製造物責任保険（ＰＬ保険）は必要不可欠と言えます。



（１）製造物責任とは

無過失責任主義

製品の欠陥によって（通常備えるべき安全性を欠いて）、消費者等の第三者が
生命・身体・財産上の損害を被った場合、製造業者や流通業者に過失が無く
ても、被害者に対して損害賠償責任を負う という法律上の判断

・過失責任主義の場合
・・・ 被害者側が損害賠償請求を行う際に、製造業者や流通業者に対して

①製品に欠陥②製造者に過失③欠陥と損害に因果関係がある と
立証しないといけない。

⇒ 被害者側が自ら立証することは困難なことが多く、被害者救済がなさ
れずらいことから、消費者保護の観点で無過失責任主義に変わった。
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８・製造物責任保険

※注意
輸入・販売されたその国の法律に基づき、国ごとに賠償範囲が異なる
⇒ 輸出する先の国ごとの法律を確認する必要が有。

・ＵＳＡ、ＥＵ加盟国、日本など先進諸国 ・・・ 無過失責任主義
・一部国 ・・・ 製造物責任法自体が無い国も



（２）日本の製造物責任（ＰＬ）

日本のＰＬ（製造物責任）法

・１９９５年 製造物責任法（ＰＬ法）により無過失責任主義が導入

・製造物の範囲
・・・ 製造または加工された動産が対象
・・・ 米・野菜・魚など未加工農林水産物、不動産、電気等のエネルギー

やサービス業、コンピューターのソフトウェアなどは対象外

・製造業者の定義
・・・ ①製造業者（メーカー）、②加工業者、③輸入業者

④製造業者として製造物に氏名・商号・商標等の表示をした者
⑤製造物にその製造業者と誤認されるような表示をした者
⑥実質的な製造業者と認められる者 （ＯＥＭ受託製造業）
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８・製造物責任保険

※注意
輸入業者は、海外で製造された製品を輸入することで対象となる点に注意



（２）日本の製造物責任（ＰＬ）

日本のＰＬ（製造物責任）保険

・保険の対象とする製造物の範囲
・・・ 製造または加工された動産だけでなく、米・野菜・魚など未加工農林

水産物や民法上の有体物となる工業製品（完成品だけでなく、部品
原材料なども含む）と拡大

・・・ 機械の設置や据付作業などの業者も仕事の欠陥としての賠償責任
として対象可能。

・保険で支払う対象
・・・ ①損害賠償金 ～ 第三者への治療費とか修繕費用など

②損害防止費用
③権利保全行使費用 ～他人から賠償を得られる場合の保全費用
④緊急措置費用 ～ 人身障害時に救急費用・護送費用など
⑤協力費用 ～ 保険会社の事故解決に協力する費用
⑥争訟費用 ～ 裁判費用、弁護士費用など

・・・ 保険会社によってはＰＬ法に強い弁護士の紹介も
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８・製造物責任保険



（２）日本の製造物責任（ＰＬ）

日本のＰＬ（製造物責任）保険

・保険期間
契約期間は１年間（原則）。
和文の証券・約款による保険引受となる。

・保険会社のてん補責任
・・・ 事故発生ベース（Claim Made Base）

※輸入者の方向け 注意１
保険期間中に発生した事故による損害賠償請求が可能となるので、
輸入品の場合、以下のようなケースは注意
（例） 輸入契約を来年２０２５年３月３１日で解消する場合

・・・ 輸入品が日本国内にあり、その輸入品をもとにしたＰＬ事故が
発生しうる場合
⇒ 輸入停止により、その売上分が無くても、保険の継続の必要
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（２）日本の製造物責任（ＰＬ）

日本のＰＬ（製造物責任）保険
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８・製造物責任保険

※輸入者の方向け 注意２
・製造者（メーカー）は輸出をする海外の会社だから、一義的には製造物責任

は海外製造者（メーカー）が負うもの。輸入業者は対策のしようがない・・・
＜注意＞日本のＰＬ法は、あくまでも輸入業者もＰＬ法の責任の対象。

⇒ 輸入者はどんな対策を講じるべきか
・和文によるわかりやすい「取扱説明書」

を付けて販売する。
・製品に和文によるわかりやすい「注意

喚起マーク」などを付けて販売する。
等々

⇒ 右例：食品表示法による輸入食品

（例）食品表示法に基づく輸入食品例



（２）日本の製造物責任（ＰＬ）

日本のＰＬ（製造物責任）保険
◆主な免責事項

・故意
・法令違反として製造されたもの
・地震など、天災による事故
・戦争
・原子核反応等による損害
・アスベスト
・医薬品や健康食品等が想定された効能を発揮しない

・保険期間開始前に既に発生していた事故
・保険開始前に発生した事故と同じ原因で保険期間後に発生した事故
・製品が正しく使用されるための取扱説明書・注意喚起表記等の不備

・サイバー攻撃
・リコール（回収）費用
等々
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（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

海外向けＰＬ（製造物責任）保険

・保険の対象とする製造物の輸出先＝仕向国に注意
その国の法律に基づき、国ごとに賠償範囲が異なる点に注意

・保険で支払う対象
・・・ ①損害賠償金 ～ 第三者への治療費とか修繕費用など

②損害防止費用
③権利保全行使費用 ～他人から賠償を得られる場合の保全費用
④緊急措置費用 ～ 人身障害時に救急費用・護送費用など
⑤協力費用 ～ 保険会社の事故解決に協力する費用
⑥争訟費用 ・・・ 保険会社によってはＰＬ法に強い弁護士の紹介も
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（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

海外向けＰＬ（製造物責任）保険

・保険の対象とする製造物の輸出先＝仕向国に注意
その国の法律に基づき、国ごとに賠償範囲が異なる点に注意

※注意１
・輸出国（仕向国）に北米（ＵＳＡ、カナダ）を含むか否かで大きくわかれる。
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８・製造物責任保険

（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

ＵＳＡでのPL訴訟リスクに注意



海外向けＰＬ（製造物責任）保険

・保険で支払う対象
・・・ ①損害賠償金

②損害防止費用
③緊急措置費用
④解決協力費用
⑤争訟費用
⑥上訴ボンド・差押え解除ボンド ～ 訴訟において供託が要求される

ボンド費用
・・・ (こんなケースも）

・輸出者に対する根拠のないもの、誤ったもの、あるいは不正なもので
訴訟が提起された場合であっても、保険会社は被保険者である輸出者
を防御する権利と義務を有する。＝国内PLにはない輸出ＰＬのメリット

・契約期間は１年間（原則）。
英文の証券・約款（General Liability Policy）による保険引受となる。
この約款はUSAのＩＳＯ（Insurance Service Office)約款に準じている。
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８・製造物責任保険

（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）
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８・製造物責任保険

（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

海外向けＰＬ（製造物責任）保険

・被保険者の定義
・・・ 記名被保険者（輸出者＝保険契約者）と追加被保険者を契約時に明記

＜追加被保険者＞
記名被保険者（輸出者＝保険契約者）が海外の輸入者との売買契約において
海外の輸入者や販売業者なども、まとめて保険に加入する条件がつけられて
いる場合が多い。
こうした輸出品の製造販売に関する流通過程に関わる者を、日本で掛ける
海外ＰＬ保険の追加被保険者として明記して契約する必要があります。

※注意
国によっては自国保険主義の国も有。
（例）Ｚ王国では、そのＺ国国内の保険についてはすべてＺ国国営保険会社

もしくはＺ国で認可のある民間保険会社で保険手配しないといけない
という法律がある場合も。

⇒ この場合は追加被保険者に加えることは 不可 となる。
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８・製造物責任保険

（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

◆主な免責事項

・・・ 日本の国内ＰＬと原則、同様の免責事項 となる。

・・・ ※注意
懲罰的損害賠償（Punitive Damages）は免責＝保険の対象外

加害行為の悪質性が高いと裁判所が認定するケースでは、
・通常の損害賠償 に加えて
＋ 懲罰的賠償金
＋ 倍額賠償金
＋ 罰金 などが課せられるケースもＵＳＡでは特に有。

＊なお日本では懲罰的賠償金は認められていません。
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８・製造物責任保険

（３）海外向け製造物責任保険（ＰＬ）

◆海外ＰＬ保険における主な事故事例



81

ご質問等は講義後にメール等でお願いします。
後日講師より回答いたします。

またご希望等有れば、別途個別に出張講義なども
承ります。遠慮なく弊社までお問い合わせ下さい。

ご清聴ありがとうございました。
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