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現役世代 約6,746万人（保険料）

（注）人数は、平成30年度末の数値です。

約4,087万人 約217万人 約661万人
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約1,453万人 約4,485万人 約820万人
約6,759万人

（注1）人数は、令和元年度末（共済組合は平成30年度末）の数値です。
（注2）公務員や私立学校教職員が加入していた共済年金は、「被用者年金制度一元化法」の施行（平成27年10月）により、厚生年金に統一されました。

性別を問わず第2号被保険者に扶養さ
れている20歳以上60歳未満の配偶者

（年収130万円未満）
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8

令和元年10月1日から施行

公的年金・恩給
を受給している

高齢者世帯

48.4％
公的年金・恩給は
100％未満～60%

26.9％

公的年金・恩給は
60％未満

24.6％
１世帯あたり

平均年間
総所得

312.6万円

公的年金・恩給
199.0万円

63.6％

その他の所得※2

36.4％
すべて

公的年金・
恩給

【出典】厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」

年金で暮らす高齢者の方等を支援する
新しい法律が施行されました。

約5割の方
約6割

5割を超える方

（注）上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合があります。

約6割

（P9を参照ください。）

国民年金第1号被保険者の令和元年度の最終納付率（平成29年度分）は76.3％、現年度納付率（令和元年度分保険料）は69.3％で
すが、厚生年金などを合わせた公的年金加入者全体の約98％の方が保険料を納付しています。実際に保険料を払っていない方
は全体の2％ほどです。

●保険料の納付状況（令和元年度末）

国民年金
第１号被保険者

1,453万人※1

国民年金
第３号被保険者

820万人※1

公的年金加入者  6,759万人

6,768万人

国民年金
第２号被保険者

4,485万人

未納者※3 125万人

未加入者※4 9万人

※1 人数は、令和元年度末（共済組合は平成30年度末）の数値です。第１号被保険者には、任意加入
被保険者(19万人)を含みます。

※2 保険料を免除または猶予されている人を含みます。
※3 未納者とは、24カ月(平成30年4月~令和2年3月)の保険料が未納となっている人です。
※4 平成28年公的年金加入状況等調査の結果に基づく人数。

（注）上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合があります。

【出典】厚生労働省年金局・日本年金機構 「令和元年度の国民年金の加入・保険料の納付状況について」
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5 年金生活者支援給付金とは？

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給
される給付です。

障害年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たしている方
① 障害基礎年金を受けている

② 前年の所得額が「4,621,000 円※1+ 扶養親族の数 ×38 万円※2」以下である
※1 令和３年４月現在の金額。令和３年 10 月以降に変更となる予定です。
※2 同一生計配偶者のうち 70 歳以上の者または老人扶養親族の場合は 48 万円、特定扶養親族または
　16 歳以上 19 歳未満の扶養親族の場合は 63 万円となります

以下の要件をすべて満たしている方
① 遺族基礎年金を受けている

〇 障害等級が２級の方：5,030 円（月額）
〇 障害等級が 1 級の方：6,288 円（月額）

〇 5,030 円（月額）※

※2 人以上の子が遺族基礎年金を受給している
　場合は、5,030 円を子の数で割った金額がそ
　れぞれに支給されます。

支
給
要
件

給
付
金
額

遺族年金生活者支援給付金

老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金

以下の要件をすべて満たしている方
① 65 歳以上で、老齢基礎年金を受けている
② 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 879,900 円※以下である
※令和３年 4 月現在の金額。令和３年 10 月以降に変更となる予定です。

基準額に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります※1。
① 保険料納付済期間に基づく額（月額）
　＝5,030 円　×　保険料納付済期間 / 480 月
② 保険料免除期間に基づく額（月額）
　＝10,845 円※2　×　保険料免除期間 / 480 月
※1前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 779,900 円を超え 879,900 円※3 以下の方には、

①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2保険料全額免除、3/4 免除、1/2 免除期間は 10,845 円（老齢基礎年金満額（月額）の 1/6）、

保険料 1/4 免除期間は 5,422 円（老齢基礎年金満額（月額）の 1/12）となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

※3 令和３年 4 月現在の金額。令和３年 10 月以降に変更となる予定です。

支
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件

給
付
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国民 年金 第1号被 保 険 者およ
び任意加入被保険者の1カ月当
たりの保険料は16,610円です

（令和３年度）。

●日本年金機構からは次の書類が送られます
　・国民年金加入のお知らせ　　　　　　　　・国民年金の加入と保険料のご案内（パンフレット）
　・国民年金保険料納付書　　　　　　　　　・学生納付特例申請書
　・国民年金保険料免除・納付猶予申請書　　  ・返信用封筒
●保険料の納付方法等
　納付書を使用して、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で納めてください※1。
　その他、電子納付、口座振替やクレジットカード納付もあります（P11参照）。また、保険料の割引が受けられる前

納（前払い）制度（P11参照）※2、付加保険料制度※3があります。
　詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
　　　※1保険料は20歳の誕生月分から納付が必要です。ただし誕生日が1日の場合は誕生月の前月分からの納付となります。
　　　※2前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月（20歳の誕生日の前日が含まれる月）からの前納を希望される場合は、お
　　　　 早めにお申し出ください。
　　　※3付加保険料…定額保険料のほかに、月額400円を追加して納付できる保険料のことです。将来の老齢基礎年金に「200円×付加保

険料の納付月数」を増額できます。
　　　　　　　　　　 なお、付加保険料は申し出た月分からの開始となりますので、20歳到達月（20歳の誕生日の前日が含まれる月）か

らの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

●大学、専門学校等の学生であるとき
　学生納付特例制度の申請書を提出することもできます。（P12参照）
●経済的に保険料の納付が難しいとき
　納付猶予制度や免除制度の申請書を提出することができます。（P12～13参照）

前納方法のうち、一部についてはコンビニ窓口
でお支払いできない場合がありますので、ご注
意下さい。

令和３年度

16,610円 99,660円 199,320円 398,400円

前
納（
前
払
い
）の
割
引
額

―

―

―

―

―

―

16,560 円
〈50 円〉

99,360 円
〈300 円〉

198,720 円
〈600 円〉

397,200 円
〈1,200 円〉

98,850 円
〈810 円〉

197,700 円
〈1,620 円〉

98,530 円
〈1,130 円〉

197,060 円
〈2,260 円〉

195,780 円
〈3,540 円〉

195,140 円
〈4,180 円〉

383,810 円
〈14,590 円〉

382,550 円
〈15,850円〉

口座振替
（当月末の口座振替）
6
カ
月
前
納

1
年
前
納

２
年
前
納

現金納付

口座振替

現金納付

口座振替

現金納付

口座振替

―

―

―

―

―

―

◎これらの保険料に、毎月400円多く付加保険料を納めることによって、将来の年金額に、「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされます。
◎被保険者の世帯主および配偶者は、保険料を連帯して納付することになります。
◎一定の所得があるにもかかわらず、保険料を納付しなかった場合には強制徴収（滞納処分・差押え）などが行われることがあります。
◎令和4年度（2022年4月～2023年3月）1カ月当たりの保険料は16,590円となります。
◎クレジットカード納付による前納の割引額は、現金納付と同額です。

16,610円 ×12カ月＝199,320円

199,320円 －4,180円 ＝195,140円

199,320円 －3,540円 ＝195,780円

おおむね２週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

年金手帳は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管してください。

※20歳の誕生日から2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」「年金手帳」などが届かない場合（例：誕生月の前月に海外から転入
したときにマイナンバーを有することになった場合等）、お住まいの市（区）役所または町村役場もしくは年金事務所で加入手続きをし
てください。

①とは別に「年金手帳」が届きます

―

―

―

―

国民年金加入の手続き

国 民 年 金 加 入 の ご 案 内
令和元年10月以降、20歳になった方※には、日本年金機構から、国民年金に第1号被保険者（P4参照）として加入した
ことをお知らせします。
※厚生年金に加入している方は除きます。また、第３号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先を経由しての届出が必要です。

20 歳の
誕生日から
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国民 年金 第1号被 保 険 者およ
び任意加入被保険者の1カ月当
たりの保険料は16,610円です

（令和３年度）。

●日本年金機構からは次の書類が送られます
　・国民年金加入のお知らせ　　　　　　　　・国民年金の加入と保険料のご案内（パンフレット）
　・国民年金保険料納付書　　　　　　　　　・学生納付特例申請書
　・国民年金保険料免除・納付猶予申請書　　  ・返信用封筒
●保険料の納付方法等
　納付書を使用して、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で納めてください※1。
　その他、電子納付、口座振替やクレジットカード納付もあります（P11参照）。また、保険料の割引が受けられる前

納（前払い）制度（P11参照）※2、付加保険料制度※3があります。
　詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
　　　※1保険料は20歳の誕生月分から納付が必要です。ただし誕生日が1日の場合は誕生月の前月分からの納付となります。
　　　※2前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月（20歳の誕生日の前日が含まれる月）からの前納を希望される場合は、お
　　　　 早めにお申し出ください。
　　　※3付加保険料…定額保険料のほかに、月額400円を追加して納付できる保険料のことです。将来の老齢基礎年金に「200円×付加保

険料の納付月数」を増額できます。
　　　　　　　　　　 なお、付加保険料は申し出た月分からの開始となりますので、20歳到達月（20歳の誕生日の前日が含まれる月）か

らの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

●大学、専門学校等の学生であるとき
　学生納付特例制度の申請書を提出することもできます。（P12参照）
●経済的に保険料の納付が難しいとき
　納付猶予制度や免除制度の申請書を提出することができます。（P12～13参照）

前納方法のうち、一部についてはコンビニ窓口
でお支払いできない場合がありますので、ご注
意下さい。

令和３年度

16,610円 99,660円 199,320円 398,400円

前
納（
前
払
い
）の
割
引
額

―

―

―

―

―

―

16,560 円
〈50 円〉

99,360 円
〈300 円〉

198,720 円
〈600 円〉

397,200 円
〈1,200 円〉

98,850 円
〈810 円〉

197,700 円
〈1,620 円〉

98,530 円
〈1,130 円〉

197,060 円
〈2,260 円〉

195,780 円
〈3,540 円〉

195,140 円
〈4,180 円〉

383,810 円
〈14,590 円〉

382,550 円
〈15,850円〉

口座振替
（当月末の口座振替）
6
カ
月
前
納

1
年
前
納

２
年
前
納

現金納付

口座振替

現金納付

口座振替

現金納付

口座振替

―

―

―

―

―

―

◎これらの保険料に、毎月400円多く付加保険料を納めることによって、将来の年金額に、「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされます。
◎被保険者の世帯主および配偶者は、保険料を連帯して納付することになります。
◎一定の所得があるにもかかわらず、保険料を納付しなかった場合には強制徴収（滞納処分・差押え）などが行われることがあります。
◎令和4年度（2022年4月～2023年3月）1カ月当たりの保険料は16,590円となります。
◎クレジットカード納付による前納の割引額は、現金納付と同額です。

16,610円 ×12カ月＝199,320円

199,320円 －4,180円 ＝195,140円

199,320円 －3,540円 ＝195,780円

おおむね２週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。

年金手帳は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要になりますので、大切に保管してください。

※20歳の誕生日から2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」「年金手帳」などが届かない場合（例：誕生月の前月に海外から転入
したときにマイナンバーを有することになった場合等）、お住まいの市（区）役所または町村役場もしくは年金事務所で加入手続きをし
てください。

①とは別に「年金手帳」が届きます

―

―

―

―

国民年金加入の手続き

国 民 年 金 加 入 の ご 案 内
令和元年10月以降、20歳になった方※には、日本年金機構から、国民年金に第1号被保険者（P4参照）として加入した
ことをお知らせします。
※厚生年金に加入している方は除きます。また、第３号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先を経由しての届出が必要です。
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4分の3免除(納付額4,150円)

半額免除(納付額8,310円)

4分の1免除(納付額12,460円)

128万円※

32万円※

32万円※

128万円※

168万円※

88万円※

◎学生の方は、「納付猶予制度」、「全額免除制度」、「一部免除
（一部納付）制度」を利用することはできません。

※令和３年４月以降の申請の場合 ※令和３年７月以降の申請の場合 ※令和３年７月以降の申請の場合 ※令和３年７月以降の申請の場合

【50歳未満で学生以外の方の保険料納付が猶予され
ます】（令和12年6月までの時限措置）

納付猶予の期間は年金を受け取るために必要な期間
として計算されますが、老齢基礎年金額には反映され
ません。 

◎全額免除または納付猶予の承認を受けた方に限ります。
◎全額免除優先で継続申請したが納付猶予が承認された方について、翌年度以降、引き続き全額免除優先で

申請を行う旨の意思表示があった場合、 翌年度以降の全額免除の申請書の提出が不要となります。
◎失業などを理由とした特例による免除承認であった場合は、翌年度も申請書の提出が必要となります。

【保険料の全額(16,610円)が免除されます】
全額免除の承認を受けた期間がある場合、追納をしな
ければ、保険料を全額納付したときに比べて将来の
年金額は以下のように少なくなります。

翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する場合、翌年度以降の申請書の提出は不要と
なります。

保険料の免除（全額・一部）や猶予（学生納付特例・納付猶予）
の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、
将来受け取る年金額は少なくなります。そこで、免除などの承
認期間が10年以内であれば、追納（あとから納めること）がで
きます。
◎保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じ

た加算額が上乗せされます。

次世代育成支援の観点から、出産前後の一定期間の国民年金

保険料が免除される制度が平成31年4月から開始されました。

◎産前産後免除の期間は年金を受け取るための期間とし

て計算されるうえ、将来受け取る年金額が少なくなる

こともありません。

5 産前産後期間の保険料免除
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◎学生の方は、「納付猶予制度」、「全額免除制度」、「一部免除
（一部納付）制度」を利用することはできません。　　
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【50歳未満で学生以外の方の保険料納付が猶予され
ます】（令和12年6月までの時限措置）

納付猶予の期間は年金を受け取るために必要な期間
として計算されますが、老齢基礎年金額には反映され
ません。 

◎全額免除または納付猶予の承認を受けた方に限ります。
◎全額免除優先で継続申請したが納付猶予が承認された方について、翌年度以降、引き続き全額免除優先で

申請を行う旨の意思表示があった場合、 翌年度以降の全額免除の申請書の提出が不要となります。
◎失業などを理由とした特例による免除承認であった場合は、翌年度も申請書の提出が必要となります。

【保険料の全額(16,610円)が免除されます】
全額免除の承認を受けた期間がある場合、追納をしな
ければ、保険料を全額納付したときに比べて将来の
年金額は以下のように少なくなります。

翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する場合、翌年度以降の申請書の提出は不要と
なります。

保険料の免除（全額・一部）や猶予（学生納付特例・納付猶予）
の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、
将来受け取る年金額は少なくなります。そこで、免除などの承
認期間が10年以内であれば、追納（あとから納めること）がで
きます。
◎保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じ

た加算額が上乗せされます。

次世代育成支援の観点から、出産前後の一定期間の国民年金

保険料が免除される制度が平成31年4月から開始されました。

◎産前産後免除の期間は年金を受け取るための期間とし

て計算されるうえ、将来受け取る年金額が少なくなる

こともありません。

5 産前産後期間の保険料免除
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「国民年金加入のお知らせ」が届き、

国民年金に加入したことを確認する。

協定発効国：ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリ
ア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガ
リー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国<令和3
（2021）年4月時点>

※原則として、相手国へ転勤する期間が5年以内の場合などに限られます。
それ以外の場合は、相手国の年金制度のみに加入します。
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「国民年金加入のお知らせ」が届き、

国民年金に加入したことを確認する。
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リー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国<令和3
（2021）年4月時点>

※原則として、相手国へ転勤する期間が5年以内の場合などに限られます。
それ以外の場合は、相手国の年金制度のみに加入します。

2
0
2
1
.0
2
.2
4（
1
3
:3
8
:1
5
）

備
え
あ
れ
ば
安
心

日
本
の
年
金

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

加
入
の
ご
案
内

太
郎
と
花
子
の
人
生
行
路

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
年
金

年
金
も
の
知
り
情
報

資
料
・
デ
ー
タ

「
わ
た
し
と
年
金
」エ
ッ
セ
イ

令
和
２
年
度
受
賞
作
品

2021-知っておきたい年金のはなし【CC2019】.indd   15 2021/02/24   13:38:21



産前産後休業・育児休業期間は
保険料免除
「第2号被保険者」が妊娠または出産のために産前
産後休業を取得した場合や会社の育児休業制度
を利用する場合、その期間の保険料は事業主、
本人ともに免除となります。

花子33歳　１日3時間のアルバイトを
始める（年収100万円）

◎「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」
　平成28年10月からは、週20時間以上などの一定の条件を満たす短時間労働
者（いわゆるパート・アルバイト労働者）も厚生年金の加入対象となりました。

62

62

太郎は｢第2号被保険者｣から、花子は「第3号被保険者｣
から、ともに「第1号被保険者」になります。市（区）役所
または町村役場での手続きが必要です。
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産前産後休業・育児休業期間は
保険料免除
「第2号被保険者」が妊娠または出産のために産前
産後休業を取得した場合や会社の育児休業制度
を利用する場合、その期間の保険料は事業主、
本人ともに免除となります。

花子33歳　１日3時間のアルバイトを
始める（年収100万円）

◎「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」
　平成28年10月からは、週20時間以上などの一定の条件を満たす短時間労働
者（いわゆるパート・アルバイト労働者）も厚生年金の加入対象となりました。
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（注）老齢年金、障害年金、遺族年金の各年金額は、令和3年4月分から令和4年3月分までの年額です。

◎上記の条件を満たさない場合であっても、初診日が令和8年4月1日前の場合は、次の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。

10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる
「受給資格期間の短縮」が平成29年8月に施行さ
れました。

780,900円
①報酬比例部分
加入期間中の報酬および加入期間によって決まる
年金額
②加給年金※2

・配偶者※3：224,700円（生年月日に応じて特別加算がある）
・第1子※4および第2子※4：224,700円
・第3子※4以降：各74,900円

780,900円

780,900円 1.25

●子の加算
・第1子※2および第2子※2：各224,700円
・第3子※2以降：各74,900円

①報酬比例部分
加入期間中の報酬および加入期間によって決まる
年金額

②配偶者の加算
配偶者の加給年金額：224,700円

◎3級には最低保障があり、585,700円となります。

（注4）被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算します。
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（注）老齢年金、障害年金、遺族年金の各年金額は、令和3年4月分から令和4年3月分までの年額です。

◎上記の条件を満たさない場合であっても、初診日が令和8年4月1日前の場合は、次の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。
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令和元年
（2019）

平成27年
（2015）

【出典】平成27（2015）年以前：完全生命表
　　 平成30（2018）年：簡易生命表

令和元年
（2019）

平成27年
（2015）

1.45 1.36

1.28倍

86.99 87.45

80.75 81.41

26.65%26.65% 28.88％28.88％ 31.19％31.19％
35.35％35.35％37.68％37.68％

23.02％23.02％

3,387 3,619 3,716 3,921 3,841

2,948

12,709 12,533
11,913

11,092
10,192

1.29倍

2.07

総人口に占める65歳以上の人口の割合

※7

●子の加算
　・第1子および第2子※1：224,700円　　
　・第3子※1以降：各74,900円

780,900円
次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金に
は、40歳から65歳になるまでの間、585,700円が加算され
ます。 ※5

●夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同
じくしている子がいない妻

●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っている子の
ある妻※6が、子が18歳を迎える年の年度末に達した

（障害の状態にある場合は20歳に達した）ため、遺族基
礎年金を受給できなくなったとき

平均寿命とは、0歳の人があと平均何年生き
られるかを示した数で、日本では、昭和30

（1955）年から令和元（2019）年までの64年間
で、男性は約1.28倍、女性は約1.29倍延びま
した。

●亡くなった方について
1被保険者が死亡したとき
2被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本

国内に住所を持つ方が死亡したとき
3老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間と保険

料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
に限る。）が死亡したとき

4保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が25年以上である者が、死亡したとき

●亡くなった方について
❶被保険者が死亡したとき
❷被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診

日から5年以内に死亡したとき
❸1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した

とき
　❹老齢厚生年金の受給権者（保険料納付済期間と保険

料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
に限る。）又は保険料納付済期間と保険料免除期間
とを合算した期間が25年以上である者が、死亡した
とき

【出典】平成27（2015）年まで：総務省統計局「国勢調査」
　　    令和2（2020）年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
　　    出生中位（死亡中位）

平成
27年
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令和
2年

令和
12年

令和
22年

令和
32年

◎上記の条件を満たさない場合であっても、死亡日が令和8年4月1日前の場合は、次の条件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。

日本の総人口は平成27（2015）年に約1億
2,700万人ですが、今後減少することが見込ま
れています。また、総人口に占める65歳以上の
人口の割合（高齢化率）は、昭和30（1955）年の
5.32％から、将来の予測として令和32（2050）
年には37.68％、つまり約2.7人に1人が65歳以
上と、急速に高齢化していきます。
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【出典】平成27（2015）年以前：完全生命表
　　 平成30（2018）年：簡易生命表
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総人口に占める65歳以上の人口の割合
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●子の加算
　・第1子および第2子※1：224,700円　　
　・第3子※1以降：各74,900円

780,900円
次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金に
は、40歳から65歳になるまでの間、585,700円が加算され
ます。 ※5

●夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同
じくしている子がいない妻

●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っている子の
ある妻※6が、子が18歳を迎える年の年度末に達した

（障害の状態にある場合は20歳に達した）ため、遺族基
礎年金を受給できなくなったとき

平均寿命とは、0歳の人があと平均何年生き
られるかを示した数で、日本では、昭和30

（1955）年から令和元（2019）年までの64年間
で、男性は約1.28倍、女性は約1.29倍延びま
した。

●亡くなった方について
1被保険者が死亡したとき
2被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本

国内に住所を持つ方が死亡したとき
3老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間と保険

料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
に限る。）が死亡したとき

4保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が25年以上である者が、死亡したとき

●亡くなった方について
❶被保険者が死亡したとき
❷被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診

日から5年以内に死亡したとき
❸1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した

とき
　❹老齢厚生年金の受給権者（保険料納付済期間と保険

料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
に限る。）又は保険料納付済期間と保険料免除期間
とを合算した期間が25年以上である者が、死亡した
とき

【出典】平成27（2015）年まで：総務省統計局「国勢調査」
　　    令和2（2020）年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
　　    出生中位（死亡中位）
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日本の総人口は平成27（2015）年に約1億
2,700万人ですが、今後減少することが見込ま
れています。また、総人口に占める65歳以上の
人口の割合（高齢化率）は、昭和30（1955）年の
5.32％から、将来の予測として令和32（2050）
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171.4

236.5

289.5
314.6 306.3

323.2

【出典】国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度 社会保障費用統計」

社会保障給付費は、社会保障制度に基づき国
民に給付するサービスや現金給付全体の費用
ですが、平成30（2018）年には約122兆円にの
ぼ っ て い ま す 。年 金 に つ い て は 、昭 和 4 5

（1970）年に社会保障給付費全体に占める割合
は24.3%で、医療の半分以下でした。しかし、
11年後の昭和56（1981）年には医療と逆転し
て43.0%となり、平成15（2003）年および平成
16（2004）年には52.3%まで上昇しました。平
成30（2018）年は約55兆円で、45.5%を占めて
います。　　

※ 所得代替率：現役男子の平均手取り収入額（ボーナス込み） に対する年金額の比率。 年金の給付水準を測るものさしです。

（注1）所得代替率50％を下回る場合は、50％で給付水準調整を終了し、給付および負担の在り方について検討を行うこととされています。
（注2）2019（令和元）年財政検証で設定された長期の経済前提（6ケース）から抜粋して「ケースⅠ」、「ケースⅢ」、「ケースⅤ」の3通りを示しています。
（注3）少子高齢化の状況の前提は、令和47（2065）年において、出生率1.44、男の平均寿命84.95、女の平均寿命91.35となっています。
（注4）四捨五入の関係により、表中の数値による計算結果と掲載している所得代替率が一致しない場合があります。
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令和2(2020)年以降：
平成27(2015)年まで：総務省統計局「国勢調査」

2018 30
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6,0045,500
(89.3%)

531 144
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令和元年

令和元年

（2019）

労働力調査年報
※3 就業者総数には、従業上の 地位「不詳」が含まれる。

（2019）

186

113

266

1,054

195

336

1,215

法人または個人事業主に雇用されている人を
雇用者といいますが、就業者総数※3に占める
割合をみると、昭和30（1955）年には約4割

（43.5％）だった雇用者は、令和元（2019）年に
は約9割（89.3％）を占めるまでに増加してい
ます。一方、自営業者や家族従業者は減少傾向
にあります。

物価は平成10（1998）年頃まで上昇を続け、とり
わけ昭和48（1973）年のオイルショックのときは、
急上昇※4したこともありました。なお、年金の物
価スライドは昭和48（1973）年の法改正で導入さ
れました。
※4

雇用者（％は就業者総数に占める割合）

消費者物価指数／2015年基準消費者物価指数／総合指数／年平均／昭和45（1970）年を100とした値

令和元（2019）年度の所得代替率は61.7％
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【出典】国立社会保障・人口問題研究所「平成30年度 社会保障費用統計」

社会保障給付費は、社会保障制度に基づき国
民に給付するサービスや現金給付全体の費用
ですが、平成30（2018）年には約122兆円にの
ぼ っ て い ま す 。年 金 に つ い て は 、昭 和 4 5

（1970）年に社会保障給付費全体に占める割合
は24.3%で、医療の半分以下でした。しかし、
11年後の昭和56（1981）年には医療と逆転し
て43.0%となり、平成15（2003）年および平成
16（2004）年には52.3%まで上昇しました。平
成30（2018）年は約55兆円で、45.5%を占めて
います。　　

※ 所得代替率：現役男子の平均手取り収入額（ボーナス込み） に対する年金額の比率。 年金の給付水準を測るものさしです。

（注1）所得代替率50％を下回る場合は、50％で給付水準調整を終了し、給付および負担の在り方について検討を行うこととされています。
（注2）2019（令和元）年財政検証で設定された長期の経済前提（6ケース）から抜粋して「ケースⅠ」、「ケースⅢ」、「ケースⅤ」の3通りを示しています。
（注3）少子高齢化の状況の前提は、令和47（2065）年において、出生率1.44、男の平均寿命84.95、女の平均寿命91.35となっています。
（注4）四捨五入の関係により、表中の数値による計算結果と掲載している所得代替率が一致しない場合があります。
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1階建て

国家年金

25.8％
本 人：12.0％
事業主：13.8％

17.75％
本 人：  7.30％
事業主：10.45％

17.21％
本 人：   7.0％
事業主：10.21％

一定以上の所得のある者 一定以上の所得のある者被用者および自営業者被用者および一部の自営業者
（医師、弁護士など）

鉱
山
労
働
者
・
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道
員
・
海
員

年
金
保
険

所得比例年金

プレミアム年金

所得に基づく年金

所得

一

般

制

度

業種ごとに
制度が分立
業種ごとに
制度が分立

の

の

〔2020.4.1時点〕
厚生年金保険：18.3％
　　　　　　（労使折半）

国 民 年 金：月額16,540円
　　　　　　（定額）

〔2020.4.1時点〕
厚生年金保険：男性：63歳
　　　　　　  女性：61歳

国民年金（基礎年金）：65歳

被保険者

最低加入期間

◎男 性 は 2 0 2 5 年 度 ま で に 、女 性 は
2030年度までに65歳に引上げ予定。

66歳
◎2027年までに67歳に引上げ予定。

66歳
◎2046年までに68歳に引上げ予定。

※保険料は、年金以外の種類の給付に
も充てるものとして徴収

※老齢年金の保険料。遺族/障害年金の
保険料は、事業主のみ負担

なし
（保証年金は3年以上のEU諸国等（うち1

年以上はスウェーデン）での居住が必要）

所得

10年

注 ドイツは一般年金保険、フランスは一般制度、スウェーデンは所得に基づく年金に関する記載（それぞれ制度体系の記載は除く）。

18.6％
（労使折半）

賦課方式 賦課方式 賦課方式 賦課方式 賦課方式 賦課方式
（プレミアム年金は積立方式）財政方式

【出典】厚生労働省ホームページ「主要国の年金制度の国際比較」（2020年10月作成版）

10年

62歳
（満額拠出期間を満たす場合）

66歳2カ月
（満額拠出期間を満たさない場合）

－
◎61歳以降本人が受給開始時期を選択

（保証年金の支給開始年齢は65歳）

65歳9カ月　
◎2029年までに67歳に引上げ予定。

◎2022年までに67歳に引上げ予定。

支給開始年齢
（日本以外は
2020年末）

保険料率注

（日本以外は
2020年末）

（※）被用者年金制度に
　　おける保険料率
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29

●短時間労働者の厚生
年金適用拡大

●年金生活者支援
給付金法施行

●老齢基礎年金などの受給
資格期間を10年に短縮

平成
28年

令和
元年
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「 わ た し と 年 金 」エッセ イ
令 和 ２ 年 度  受 賞 作 品

日本年金機構は、国民の皆さまに年金制度に対する理解を深めていただくため、
厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及や啓発活動を展開しています。
その取り組みの一環として、公的年金制度とのかかわりについて「わたしと年金」をテーマにしたエッセイを
平成22年度より募集しています。
令和２年度にご応募いただいたエッセイから、2編の受賞作品をご紹介します。

厚生労働大臣賞　［北海道　吉田　勇太 様］

　私は21歳のときから障害年金を受け取っている。大学で部活動中の事故による怪我が原因

で右足を切断、障がい者となったためだ。

　ただ、障害年金の請求手続は私が行ったわけではない。車いすでの生活に加え、リハビリや

義足作成のため通院以外の外出は難しく、母が役所の年金担当に相談し、必要書類を揃え申請

した。

　実は21歳での障害年金の申請はハードルが高い。障害年金制度には、すべての国民が国民

年金へ加入する20歳から傷病の初診日までの間に一定期間以上年金保険料を納付、免除もし

くは学生の保険料猶予（学生納付特例）を受けていなければ障害年金がもらえない「納付要件」

というルールがあるからだ。保険料を支払わず放置していると、怪我や病気によってどんなに

重い障がいを負ったとしても、「もしもの時の生活保障」となる障害年金を受け取ることはでき

ない。

事故当時21歳だった私は20歳の国民年金加入から約１年半と年金加入期間が短く、その半

分以上の期間について保険料が納付、又は免除・猶予されていなければならなかった。このため、

たった１ヵ月の「未納期間」が、「納付要件」という条件クリアに大きな影響を与えてしまうのだ。

20歳当時学生だった私が「将来障がい者になり、障害年金を申請する立場に置かれる」こと

まで考えているはずもなく、「20歳の国民年金の加入手続」も、「学生納付特例手続」も全て私

の20歳到達とともに母が仕事の合間に役所で手続をしてくれていた。私は母に言われるがまま

学生納付特例手続に必要な「学生証の写し」をコピーし、母のもとへ郵送しただけだ。母が私の

学生納付特例手続を行っていなければ、私は障害年金を受け取ることができないどころか、手術

費用や入院費用、その後の義足作成費用などの負担が重くのしかかっていただろう。

　事故後、障害年金の手続を役所で行った際、私の年金記録を確認した年金担当から母はこう

言われたそうだ。「お母さん、息子さんの学生納付特例、ちゃんとしておいてよかったですね」と。

母はいつも「当然のことをしたまでだ」とは言うが、母もまさか自分の息子が障がい者になると

は夢にも思ってはいなかっただろうし、きちんと私の年金の手続をしてくれていたからこそ、私

の今の人生があることを考えると、感謝してもしきれない。

　そんな私はどのような巡りあわせか、現在市役所で年金担当として働いている。日々年金手続

の受付業務の中で、当然「学生納付特例手続」を受付するのだが、学生本人や母親などの現役

世代の方は「年金と言えば高齢者がもらう老齢年金」という認識が強い。「学生納付特例なんて

する意味があるの？」、「保険料なんて支払う意味なんてあるの？」「少子高齢化で私たちが高齢

者になったら年金はもらえないんでしょ？」といった質問を数多く受ける。そんなときは現役世

代が支払う保険料と高齢者の方が受け取る年金の関係など「公的年金制度の仕組み」の説明や、

自分自身の経験などを踏まえながら「障害年金や遺族年金など、納付や免除をすることであなた

自身に起こるかもしれない、転ばぬ先の杖となるような年金があるんですよ」というお話をさせ

ていただき、納得していただいた上で、保険料の納付や免除・猶予手続を進めていただいている。

　一方で、日々の業務の中で窓口対応をしていると、初診時に年金に加入していない、保険料の

納付が少ないことで納付要件を満たすことができないなどの理由により、残念ながら障害年金の

受給に結び付かなかった方と接することもある。「早く教えてくれれば私だって加入や納付・免

除手続をしたのに…」「市役所の年金担当から案内されたことが無い…」「障害者手帳があるのに

年金担当から教えてもらえなかった…」といったご指摘を受けることも多い。「年金は申請主義」

と言えばそれまでなのだが、本来受け取ることができたかもしれない年金が受け取れない状況が

生まれないよう、「案内を行う側」である私がもっと「公的年金制度」について情報をお客様へ

伝えていかなければならないと日々痛感している。

　年金業務に携わる者としていつも心がけていることがある。年金の手続・相談に来られた方で、

杖をついていたり、障害者手帳や療育手帳を持っていたり、「うつ」などの精神障害を患われて

退職した方などには「障害年金をご存知ですか？」という質問を意識的に行うことだ。その方の

傷病や障がいがすぐに年金申請に結び付かなかったとしても、「障害年金の制度自体を知らなかっ

た」、「私の病気で障害年金を申請できると思わなかった」といった言葉をいただくことが多い。

　市役所の年金担当職員として、老後の年金だけでなく、予期せぬ事故後の生活を助ける障害

年金や、大切な人を失われた遺族の生活を保障する遺族年金など、公的年金制度の大切さにつ

いて、少しでも多くの人に伝えていくことが事故後の生活を公的年金制度に助けられた私の大切

な使命であると思っている。

https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/nenkin-essay/20201130.html
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年金担当から教えてもらえなかった…」といったご指摘を受けることも多い。「年金は申請主義」
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　市役所の年金担当職員として、老後の年金だけでなく、予期せぬ事故後の生活を助ける障害

年金や、大切な人を失われた遺族の生活を保障する遺族年金など、公的年金制度の大切さにつ
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https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/nenkin-essay/20201130.html
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日本年金機構では年金記録問題の解決に向けて、これまで

年金加入者の方や受給者の方に「ねんきん特別便」などをお送り

して、ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」がないかどうか確認

をお願いしてまいりました。しかし、まだ約1,806万件（令和2年9

月時点）の持ち主が確認できていない記録が残っています。

（東京）

（東京）
 午前午後7:00 午前 午後5:15  午前 午後4:00

午後7:00

日本年金機構理事長賞　［岐阜県　今井　日菜詩 様］

電話相談は「ねんきんダイヤル」へ

◎日曜・祝日、土曜（第2土曜日を除く）、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

◎日曜・祝日、土曜、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

休日明けの

日本年金機構では、これまでの年金加入期間や年

金見込額などの情報を定期的にご確認いただき、

年金制度に対するご理解を深めていただくことを

目的として、年金加入者の方へ毎年1回、誕生月に下

記のとおり「ねんきん定期便」をお送りしています。

年金についての一般的なお問い合わせ

「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問い合わせ

（東京）

来訪相談のご予約は「予約受付専用電話」へ

0570-05-4890
6631-7521（一般電話）

ゴ ヨ ヤ ク ヲ

月～金曜日（平日）／午前8:30～午後5:15

私は最初、年金と聞いて漠然と、「高齢者がもらうもの」だと思っていました。祖父母の口からよく年金と
いう言葉を耳にしていたからです。しかし、国民年金について調べていくうちに私は、年金のことを「温かい
制度」だと考えるようになりました。
　このエッセイを書くにあたって、まず初めに、母に「年金ってどういうもの？」と質問しました。すると母
は、「将来、働けなくなったときのための保険みたいなものかな。」と言っていました。それに対して、私は一
つのことを疑問に思いました。それは、「保険との違い」です。母の言う「将来の保険のようなもの」である
年金と、一般に言う「保険」、何が違うのか。
　気になったので、調べてみると、そこには大きな違いがあると感じました。それは、「人の温かさ」です。
年金には、人の温かさがあると感じました。もし、予測していなかったことが自分の身に起こり、困っていた
ら助けてもらえる。もし、自分ではない誰かが困っていたらその人を助けることができる。自分の将来の身を
守るためだけの「保険」とは違い、「年金」は人と人とが助け合える温かい制度だと思います。
　年金のことを調べていくうちに、「障害年金」というものがあることを知りました。私の親戚にも、障害年
金を受けとっている人がいます。私の祖母の姉です。祖母の姉は現在、七十二歳なのですが、三十代のとき
から、慢性腎不全という病気を患っており、二日に一度のペースで、人工透析をしなければなりません。私
が初めて、それを知ったとき祖母の姉のことをとても可哀想だと思うと同時に、世の中には、様々な病気で
苦しんでいる人がたくさんいるのだと悲しい気持ちになりました。でも、私にできることは何もありません。
祖母の姉は、東京で祖母の兄と一緒に住んでいます。祖母の姉は、透析の関係で私たちの住んでいる場所
に、会いにくることはできないし、私たちも頻繁に行くことはできません。可哀想だと思っても何もすること
のできない私は、とても無力です。でも、「障害年金」があることによって、祖母の姉の大きな助けになって
いると思います。私は、病気になっていないし、苦しみも分からないから簡単なことは言えません。でも、
「年金」という制度は、意識していないかもしれないけれど日常生活の中で自然と互いを支えているのだと
思うのです。だから、「年金」は温かい制度だと感じました。
　年金のことを「温かい制度」だと感じるようになってから、年金のことを「将来のための保険のようなもの
かな？」と言っていた母に伝えたくなりました。母に、自分の思ったことを伝えると「そんなに深く考えたこと
なかったな。言われてみると温かい制度やな。」と言っていました。私は、こんなにも温かい制度に、義務と
いうのもあるけれど加入している両親や、年金を納めているすべての大人を尊敬する気持ちになりました。
　世の中には、自分の身に何も起こらなかったら損じゃないか、と思う人もいると思います。まだ私は、お金
を稼いでいないから、偉そうなことは言えないけど、年金のことを「温かい助け合いの制度」だと思えば、そ
んなことを思う人はいなくなると思います。また、年金を払い続けて何もなかったときに、「自分の身に何も
なくて良かった」「誰かのためになった」と思うようにすれば素晴らしいと思います。
　私は、このエッセイを書くにあたってほとんど無知だった年金について知ることができ、年金という制度
に、プラスの感情をもちました。世の中には、私のような高校生や、大人の方々も含め、年金について詳しく
知らないまま、ただ単に、マイナスのイメージだけをもっている人が多くいるのではないか、と感じます。ま
ずは、私のように知ることから始めてみて欲しいです。そうすれば絶対に、年金についてマイナスの感情を
もっている人でもそれはなくなると思います。私は年金を納めてくださっている大人の方々に、素晴らしい制
度に加入していることを誇りに思ってほしいです。
　私は、大人になったら必ず年金に入ろうと思います。今は、まだ高校生で、年金を納められる年齢でなく
助けてもらっている側の人間です。日本に生まれた一国民として、周りの方々に恩返しするためにも、助け
合いの温かい制度を大切にし、自分たちで守っていきたいです。

お送りする内容
●直近1年間の年金記録をお送りします。
　（ハガキ）
●なお、節目年齢（35歳・45歳・59歳）の方
　には全期間の年金記録をお送りします。
　（封書）
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