
支払うべき保険料と受けとる給付  年金制度では、生活上のリスクに対してど  

のような所得保障が行われているか、財源はどのように調達されているか、子ども世代、  

学生世代、若年の労働世代に年金制度に関する情報が容易に理解できるような形で提供  

されなければならない。（年金教育の必要性）。   

“拠出が困難な者”に対しても一定の保障を確保する仕組みは必要である。現行制度  

では免除制度が設けられているが、その権利と義務を行使しない者がいる。国民年金の  

加入・保険料納付のメリット、逆に、未加入・未納のデメリットを社会保障関連制度に  

仕組み、加入・保険料轟内付の誘因を高めることも考えてよい。   

2006年多段階免除制の実施により申請免除者数は増加傾向にあるので、今後も免除  

対象者への勧奨の徹底を行うとともに、職権で免除を行うことを検討してもよいと思う。   

諸外国では、育児・介護のために労働力となれなかった期間については、手当もしく  

は給付によって、また拠出制年金保険の拠出期間として、社会的に認められるべきであ  

ると考えられ、制度上考慮に入られてきた。これは、年金制度の中で、育児・介護を“優  
遇”するのではなく“より平等な（ポジティブな男女平等）”給付を保障しようとする  

ものである。すなわち、支払われた保険料の額が給付レベルを決定することを認めるが、  

特別な考慮事項やその他の想定をシステムに組み込み、より平等な給付を保障しようと  

するものである。育児や介護のように社会的に承認された機能を果たす者に対して、育  

児や介護を行った期間を拠出期間として認める、または所得の不平等が給付にも反映さ  

れることを防止し、平等な給付を保障するなどである。この基準の適用は、必然的に何  
が公正かについてのイクスプリシットな社会的判断を必要とする。   

遅ればせながら、1994年に育児休業中の厚生年金保険の本人負担分の保険料免除制  

度が創設されたことは評価できる。しかし、検討課題としては、上記のような考え方に  

基づくと、①第3号被保険者に限定せず、第1号被保険者・第2号被保険者にも適用す  

べきである。②保険料免除のみでなく、外国で実施されているように、この制度をさら  

に補強し、年金額の増額を行うべきである。  

参考（P15～18）   

年金制度改革の目標の一つは、よりフレキシブルな雇用形態と職歴のパターン、およ  

び社会における男女の役割の変化に適合できるよう保障することである。   

被用者年金一元化法案における適用基準をこえて、さらに適用拡大を行うべきである  

（とくに企業規模）。   

近年、高等教育への進学率は上昇しており、国民年金の適用下限年齢を見直す必要性  

は低いと考える。  

4  

13   



高齢者の就労と年金について  

年金制度は ○高齢者の就労参加に対する有効なインセンティブを与えること  

○労働者の早期退職を奨励しないこと  

○定年年齢を超えて労働市場にとどまることへのペナルティを課さな  

いこと  

○労働から退職へ徐々に移行する機会（段階的退職）の選択を容易にす  

ること  

等の視点を考慮に入れ設計することが望ましい。   

今後の課題としては、社会保障制度を適用する場合の単位の問題がある。   

現行制度では、被用者は基本的には個人を単位として適用されている。 他方、被用者  

の被扶養配偶者は自身の保険料納付が不要であること（年金・医療・介護保険）、厚生  
年金の水準は世帯を単位に議論されてきたこと、遺族年金制度があること、自営業者等  

の保険料負担能力の判定は世帯を単位として行われることなど、世帯を単位とした考え  

方が組み込まれたものとなっている。 また、現行制度では、保険料の納付義務者、連帯  

納付義務者、負担額の免除基準なども制度によって異なる。（個人、世帯混在）   

家庭や職場のみならず社会のあらゆる分野において男性と女性とが共同して参画す  

ることが不可欠となっている。社会保障においても男女平等の視点に立って見直してい  

く必要がある。社会保険の被扶養者認定基準は、女性の労働市場への参加の促進を阻害  

する要因となっている。世帯単位の考え方が、個人の生活の中で雇用と家庭的責任を両  

立させる男女の平等な選択を阻害する効果を及ぼしている。伝統的な男女の役割を前提  

とした世帯単位の考え方を、個人単位に組み替えることが望ましい。これからは、経済  

の担い手としての女性に対する新しい視点が必要である。   

現状では、2004年年金改正（年金分割の導入）および2007年被用者年金一元化法案  

国会提出（パーートタイム労働者の厚生年金適用拡大）により、第3号被保険者の縮小お  

よび個人単位での給付と負担の制度見直しが段階的に進行中である。資料2（参考9）  

の2005年11月厚生労働省案に沿った見直しを進め、個人単位に組み替えていくべきで  

ある。  

Fi 
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Eq4．INCOMt：OFOLDERPEOPLE  

Eq4．1，Widediversityinlevelsandchangesofrelativeincomeofolderpeople  

Ratioqf2quiua王iseddisposdbleincome扉peopIed9ed65□ndouertothdtqfpeop！ed92dユ8亡064，PerC2ntロ9e  

Changesovertime  

■2000－mid－1990s   

， Mid－1990s－mid－1980s  

20t】0  

MexICO  
Poland  
F「ance  

Canada   
Germany  
Aust「ia   

Japa〔  

］nited States   
Nethe「lands   

Switzerland   
lta】y   

OECD－23  
Greece   

H］nga「y  

Sweden  
F血and   

Denma「k   
Ponuga】  

CzechRepubLic   
NewZeaLand   

Norway  
〕nitedKingdom  

汗eland   

Australia  

95 90 85 80  75 71〕 65  60 55 50  －10 －8 －6 －4 －2  0  2  4  6  810  

0亡e：Countnesarerankedbydecreasingorderoftherelativein⊂OmeOftheelderlyin2000・“2000”datarefertotheyear2000inall⊂Ountries  
xcept1999forAustralia，AustriaandGreece；2001forGermany・Luxembourg・NewZealandandSwitzerland；and2002fortheCzechRepubli⊂，  
Iexi⊂OandTurkey▲“Mld－1990s・．dat二arefertotheyear1995inallcountriesexcept1993forAustria；1994forAustralia・Denmark－FranceI ■  
ermany．Gree⊂e．Treland，Japan・Mexicoandrrtlrkey；and1996fortheCzechRepubli⊂andNewZealand・“Midr1980s”datarefertotheyear1983  
1Austna，Belglurn．DenmarkandSweden；1984inAustralia，FrancerltalyandMexico；19851nCanada・Japan・theNetherlands・Spainandthe  
nitedKingdom；1986inFinlandILuxembourg・NewZealandandNorway；19871nlrelandandrrurkey；1988inGreece；and1989intheUnlted  
tates．DataforGerrnanyrefertoWesternほnderonlyFoICanadaandSwedenlChangesinthepenodfTOm血d→1990s【○mid－1980sarebased  

rentfromtheonesusedinthemostrecentperiod  n SurVe   

01derpeoplethanforthetotalpopulationinone－thirdofOECDcountries  OWerPOVertyrateSamOng   

PouertツrateSjbTPeOPZeo9ed65plusarldjorthetotoZpopulcltion，Per⊂en亡a9e，2000  

－65andover  ◆Totalpopulat10n  

cte povertyratesaremeasuredas［heproportlOnU｛1＝dlVldualswlthequlValiseddisposableincomelessthan50％ofthemedlanln⊂OmeO1  
1een［1rePOPula［10T一・Countriesarerankedbydecreaslr▲1gOrderofpovertyI▲a〔eSamOngtheelderlyin2000DataforGermanyrefertowestern  

「 

ご；冒：：ter，M，。n。M＿Mi，a。・E，C。Ie（，。。，，．・l。，。。ITle。1St，lb。tl。。a。dP。VertylnOECDC。untriesintheSe⊂。ndHalf。fthe1990s”，So⊂ial▼  
mploymentandMigrationWorkingPapersINo▼22・OECDIParis（uJWu）・OeCdor9／e7s／workin9P叩erS） 

S【a＝」nk＝htてp′／′Dx▼doior9′′101787′／16477365005£  

urtherreading：TOECD（2001），A9eIn9CmdLncumビFi，一urtCfuほesourcesdndRetfrementm90ECDCountrleS，C）ECDIPans・■Fdrster・M▼and  
ィMirad）Er⊂OLe（2005），“lncomeDIStributlOnandPovertylnOECDCountrieslntheSe〔Ond＝alfofthe1990s”・So⊂ial，Employmentand  

WorkingPapersINo・22，OECDIParlS  

59  AGLANCE OE．CDSOCIALINDICATORS2005EDITlON－ISBN92－64－00712－1－◎OECD2005  
ム   
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OECD  
a。dI。。。m。．ヱ押l   

Table7．l．PercentageoftheoldestoldthatareintIlelowestincomequintile  

Percentageofeachcategoryinthelowestincomequintileoftheadultpopulationaged18andover  
Mid－90s  

Age18＋   Age7う＋   

SingIepersons］ivine  

Entirepopulation  
A”oIderold Singlen■iving  Witnd  

w．y  

isnothouseholdhead）   

20．0   33．9  60．9  20．2  6．9   

20．0   4：i．2  7う．2  19．8  9．6   

20．0   う0．8  42／7  14．8   

20．0   23．2  43．3  1う．9  11．6   

20．0   3うう  78／7  う8．う  18，2   

ゴJs  20．0   43．4  う0，6  40．6   

20．0   う1．6  38．1  21．6   

層dom  20．0   う8．う  47．4  ヨ9．3  12．6   

1：eS  20，0   う4．9  う6．4  22．8  柑．8   

．．DatanotavailabIe．  
Note：ThereferenceunitintheSwedjshin⊂Omedataisa’’taxunit’■ratherthana“fami】y’’or’’househ01d’’，ThedataonSweden are，therefore，less  

COmParable．  
SotLrCeS：OECDcalculationsbasedmainlyondatafromtheLuxembourg】ncomeStudy．SeeYamadaandcasey（2001）．  

Thetablereferstopeopleaged75andoverwhoareinthelowesトincomequinti】eoftheadult  
POPulationaged18andover．TakeCanadaasanexample．Thefirstcolumnismerelyareminderthat，  
bydefinition，20％oftheadultpopulationmakesupthelowest・incomequintile，Theremainingthree  
coJumnsdescribepeop】eaged75andover，theL101deroldr’．JnCanada，34％oftheseolderpeoplehave  

incomesthatwouldputtheminthelowestquintile．Withinthatolderagegroup，thefigureforsingle  
WOmenlivingalone，at61％，ismuchhigher．Thetableshowsthat‥  

・A】thoughlowincomes are prevalent arnong allthe oldeT OJd，they are dramatica11y more  

PreValentamongoldwomenlivingalone．  

・Where the husbandis stillalive．theincidence oflowincomesis close to the averagein six  

CC・untries．buthigherintheUnjtedKingdom，theNetherlandsandJapan．  

Somesingleolderwomen，includingwidows，donotlivealone，butgobacktolivewithadult  
children．Thetablealsoshowsthepercentageofoldersinglepeoplelivinginamulti′generational  
household［ofwhichanotherpersonisthehouseholdheadandwhose（grouped＝ncomejsin th∈  
lowestdecile）．Most．butnotall．suchpeoplewi11bewomen．2Thetableshows，againnotunexpectedly，  
thatlivinginamulti・generationalfamilysubstantiallyreducesthelilくelihoodofasingleoldperson  
havingalowincomeprovjdeditisassumed－andthisjsastrongassurnptjon－thatallincomesinsuch  
househc・1dsarepooled．  

Single oldermenlivingalone arein asituationanalogoustowidowsin notbenefitingfrom  
householdeconomiesofscale，buttheyareasmallgroupandhavesomewhatmoreincomethantheir  
femalecounterparts，Becauseofdifferencesinmarriageageandlongevity，WOmenarelikelytohave  
longerdurationsoftimewithlowincome．  

rrbble7，2comparesthesituationofwidowswhoarelivingalonewithwomenofthesameageljving  
withaspouse．（Thetoppanelshowsdataforwomenaged6うto74andthebottompanelprovidesdata  
forthoseaged75andover．）Thiscomparisongivesanindicationofhowincomecompositionmight  
changeafterthedeathofahusbandandhowthjs．jnturn，affectsthedisposableincomeofthewidow・  
Note，aSalways，thatthisisonlyageneralindication，Sincethedatadonottrackparticularindividuals  

overtinle．（Indeed，eVidencefrompaneldatasuggeststhatwidowswhoarerelativelyworseofftendto  

LIZi havehadlowerincomesbeforethedeathoftheirspouse．）  

O OECD 2001 
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MaintainingEconomicWelt－beingandProtectingtheVulnerable  

t一 之   

Table7．2，Disposableincomeofwidowslivingalonecomparedwiththatofcouples  
Ratioofincomeofwidowstocouplesintwo－PerSOnhouseholds．byincomecategoryandage．rnid′90s  

Pure⊂OuPIe〔towidow（65・74）  
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United States 
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 ．．Data nol：aVailable．  

a）Thesecomponentsarenotonly’’ownincome”．Thenumbersare⊂alcuIatedfromhousehold・1eve＝ncomedividedbyhouseholdsjze（OneOftWO）▲  
b）’10therpublicbenefits”incIuderneans・teStedbenefits  
C）CoupJewithou［chiJdren．  
d）ForCanada．‖Widow”a】soinc）udes一’Separated一‘and’’Divorced”  
e）VariablesfortaxandsocialsecuritycontrlbutionsarenotavajJabIeintheltaliandata．  
f）ForSweden，’’Widowl’cannotbeidentifiedata11，andthereforethecalculationisbasedon“singlefema】elivinga】one’’・  
Source5＝ OECDcalculationsbasedmainlyondatafromtheLuxembourg［ncomeStudy．seeYamadaandCasey（2001）．  

Thewidowsinbothagegroupshadlowerincomesthanthewomenlivingwithaspouse．andthe  
tablecomparesthesourcesofthosedifferences．TakeCanadaasanexampleofhowtoreadthistable．  
ThefirstrowsaysthatCanadianwidowsaged6うto74wholivedalonehad31．8％1essdisposable  

incomethanacoupleofthesameage（OnaPerCaPitabasis），aftermakingthenecessaryadiustments  
forequivalence．Thefigureof31．8％resultedfromlessworkingincome（－7，1％），greaterPublicpensions  
（＋12．1％）．etc，   

・The main cause ofthelowerlivingstandardsistheabsence ofhouseholdeconornies ofscale  
（29％inallcountries，anamOuntthatisamechanicalresultoftheequivalencescalethatisused）．   

・lnIapan，thelossofworkingincomeisalsoimportant．（Recallthat，inIapan，WOrkingincomeisan  
importantsourceofincomeduringretirement，throughworkbothbythoseaged6うandoverand  
byothersinthehousehold，）   

・1ncountrieswhereprivatepensionsareimportant．suchasCanada，theNetherlands．theUnited  
Kingdom（andtoamuchlesserextentSweden－andtheUnitedStates）．thelossofincomefrom  
thissourcewasalsoimportant．SeparateOECDcalculations（notshown）confirmthatthelevelsof  
Privatepensionsonapercapitabasisarelowerforwidowsthanforcouples．   

・Workingintheotherdirection，Publicpensions（includingsurvivors’benefits）werehigherforthe  
widowsinCanada，Germany，ltaly，theNetherlandsandtheunitedKingdom．SeparateOECD  
calculations（notshown）confirmthattheaveragebenefitlevelsofpublicpensionsforwidowsare ＿J3A  

◎OECD2001  
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丁． OVERVrEWOF RET王FこEMENTJNCOME PROVISlON  
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thewaylnWhichthevalueofentitlementsisdetermined、Minimumpensionstakeaccount   

Onlyofpensionincome，Oftenfrom asinglepensionscheme，and arenotaffectedby   

incomeh－OmOthersavingsorassets．Minimumcreditsinearnings－relatedschemes，SuCh   

asthosein・BelglumandtheUnitedKingdom，haveasimilareffect：benefitsforworkers   

withverylowearningsarecalculatedasiftheworkerhadearnedatahigherlevel．  
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most⊂OmmOn form ofpension－insurance provision・In DBschemes，the amount a   
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I，KEYFEATURES OF P］：NSION－SYSTEM DESIGN  

TableI．2・Summaryofpension－SChemeparametersandrules  
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Ⅰ．KEYFEATURES OFPENSION－SYSTEMDESIGN  

ableI・2・Summaryofpension－SChemeparametersandrules（COrlり  
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1．KEYFEATURES OF PENSION－SYSTEM DESIGN  
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′ごr棟数租こおける年分放や   

丹也民所得比12．2％（「厚生労働白書2005年」）とな  

っている。年金により高齢看亡′〕生氾の有意が釦ちれ  

ているからこそ，現役世代も、親の栓所的な生店の  

ノし配をすることなく安心して暮らすことができる。   

屠民年金の未加入・未納問題の背菜には，公的年  

令制度に鳩する考え方の理解不足むある。牡一会保牒  

庁の公的年金制皮の周知暦調森によると，年令保障  

わ祉保険省（第1号・・2号■ 3号）に比べ、婦1号  

未加入者の制度周知度はかなり低い（憂1）。年齢10  

歳階級別にみると、岩午（；0～29威）の錦］号未加  

入者は6つの調査克巳すべてにおいて他の世代より  

も周知度が低い。「塩民年金の加入義務」や「納付葡  

務」について周知」ている罪1号未加入者の割合は  

約5U％にすぎないり また，制度の什組みの周知度は  

さらに低（㌢っている（束1の1．4．5，6）。丼  

1号未加入者（20－59蔵）の・未加入二型由のうち「制  

度ごつ仕組み・届出の必要性を知らなかった」と回答  

し′こものは30．3％となっていろむ   

年金制姥への理解を岳めるためには，各種広報妹  

休を特用した広報痛戟，情報公開，相談楓能の允巽  

年金教育などか必要である。年余教育は苧徹のみで  

なく，職場，地域，家庭などでも千ナわれなければな  

らない。学校教育の中の年金教育はとりわけ教育効  

果が期待できる。近い将来加入することにキる年金  

制度への参加常識の醸成につながると考えられる。  

甘いというもの1イ多い。少テ・高齢社台において、  

稚靂に対処するためには，世代間の祉全な関係を維  

持することはなによりも塞製である。   

公的年金■は，社会全体ての世代間扶養とl■1う考え  

方に，崖】民一人ひとア）の保険料納付という自助努ニノニJ  

を組み合わせた仕組みである。これは．将釆の娃演  

社会がどのように変化しようとも，3つ√’）リスク（芯  

齢、院軍，働き手の死1ニ）に対して生活を抑実に保  

障できる唯一の仕組みである。社会保険の仕組みは、  

加入するか加入」な－、・かを個人√】任意に賽ねること  

では成り立たず，社会全体て仕組みをつ1二てることに  

より初めて可能となる。このたれ 一人ひと†りフ1こ  

の仕組みの蕊要性を正し〈認識し，この仕組みを未  

来へつないでいくことが必要である。公的年金制度  

は，郁齢期の土浦の妾本的な吾l；分を支えるもCつと」  

て，きわめて塵基なキュ刑を米にしていることが拙碑  

できるように」なければならなし・－。①年金は高齢者  

世席の収入の7劃 し畢生労働省「国民生活基礎調速  

2003年」）、②6割の高齢者世常が年金収入のみで生  

活（同〕，③高齢期の生活設計て年令を根りにすろ人  

は7剖（円閣肝「年金利度に関する世論調企20（j3  

年」），①一重偶の4人に1人が年金を受給 t社会保険  

庁1‾事業ヰ搬2003年」L ⑤地域経済を支える役割－  

一高齢化竿の商い県ては県民所得の13～14％が年度  

け厚生労働白杏2005年」），⑤年金総額は43．6兆㌻り．  

棄1 若年層の公印年金制度周知状況 2001年  

（畢．位：％）  

弟－サ  斜2サ  嗣3甘   第ユ冒  
ェゝ遮 

奴保険者  汲保険者  砿佑こ陳老   来加入者   

モ碍年令・の肋敢二に関 仝年齢  持て．（） 76＿2  侶．8   糾，〔   57．〔   

「る誹：k■り荘  2（ト29収   65・（1 鋸・3  70．3   72．しl   42．5  

l】入城瀬に側十るJ詞 全年齢  如．ご1   8り．l   92．7   耶．9   析＿］  

【り生  ZO、29蔵  J2，1   7†）、b   85．6   89．（）   57．5   

廿」‘魂二捺ぺ周知庇  全市齢  出．6  85，6  90．5   91＿d   dヱ，0   

20－29歳  77．3   7う．2   80・88d・3  48・2   

己険誠務の周知度  全年齢  60＿0   63．3   59．1   5台．7  38．1   

二D←29愈  √19．り   5：う．（】   射L4   50．7  3り．9   

ミ金絵イ’、i■の笑駅価伯 仝年齢  うヱ∴う～  4ヒ∴主  ミ6＿0  2S、7   

モす1七の制ノ望ご′）周知J空 20－29歳  39＿9  u S〔〉．6 L  
仁間草食の同種I二］抑 仝年齢  35＿6   27．7   ユ9．8   

′／3rり諜一棚j空  2〔ト29叔  22．ー）   19．0   24＿6   19＿6   15．9  

資料二社会保険庁F‾平成13年公的年別Lし八旗況琴調塞」  

注1’柏l与山谷の渚一を除∴  

2〕棟数は蒜ち1号・誼ヱサ・諏3サ確保険壷およぃ≠1サ未了Iロ入省以外の舟も育む。全年齢は2（ト5）胤  

勃牛節酢 断「孝庁琴師みけ言草師範  戸碓d老戟魂l号  

／∂  22   



年金と経済 V01．25：No．1   

の生徒の直答結果である。「あなたにとって公的年金  

制度は必要と思うか」の設問に対して，生徒の90％  

以上が「必要と思う」と回答した県が25県のうち14  

県ある。さらに「あなたは将来年金制度に加入して  

保険料を扉内めるか」の設問に一対して，生徒の70％以  

上が「必ず納める」と回答Lた県が半数以上ある。  

「納めたくない＿Lと答えた生徒数の割合は低い。「年  

金採算によって公的年金というものをヨ塁解できたか」  

3）公的年金制度が「世代と世代の支え合い」で成り  

立ってし1ることについて理研てきまLたか  

3）年金をもらえるのは年をとったときだけ  

である  

中学生  市校生  理解できた  87  76  理解できなかゥキ  10  19  その他  3  5   

4）年金のし（みは「世代と世代の支え合い」  

になっている  

4）」？がておとなになったら，自分の子ともたちのほ  

かに父母の面倒も見なければならなく守ります。  

このことについてあなたならどうしますか  

中学塵  市枕生   

公的年金の世話に   

80   

ちんと保険料を納   
66   

める   

公的年金はあてに   

6   ユ3   

賄うよう努力する   

どうするかその時   

にならないとわか   

らない   
田  四  

引 年金の常用はすペて税金てある  

6）受け取る年金は納めた年数と正也によっ  

て決まる  

資料こ福島社会保険革新局「平止17年庄一草食数量（出前掟鼓）の・軒耶■車種アンケート典釣結果」  

注：生徒を対象とした年金教室の笑施学校数・生徒数は中学校29校（38回）2．336人、高等学校31枚（44匝I）3、050人  

ン£附こかtごl弔し、、  

け   

ヱ0  
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。
前
者
で
は
、
通
常
ほ
独
自
の
受
給
権
を
も
つ
 
 

が
、
女
性
の
労
働
と
の
関
連
で
不
利
な
取
り
扱
い
が
ビ
 
 

ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
（
蓼
族
的
責
任
の
た
め
受
給
資
 
 

格
を
欠
く
こ
と
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
等
の
適
用
除
 
 

外
、
ま
た
低
賃
金
の
た
め
低
い
給
付
と
な
る
な
ど
）
。
後
 
 

者
で
ほ
、
独
立
の
権
利
が
な
い
か
、
ま
た
ほ
制
約
さ
れ
 
 

た
形
で
し
か
付
与
さ
九
な
い
ら
ま
た
離
婚
奪
の
場
合
に
 
 

は
、
受
給
資
格
を
欠
く
こ
と
に
も
な
る
ゥ
荷
齢
初
の
所
 
 

薄
味
障
は
男
性
よ
り
も
女
性
に
よ
り
大
き
な
検
討
課
萄
 
 

を
提
起
し
て
き
た
の
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
の
改
岳
 
 

は
と
り
わ
け
年
金
制
度
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
た
 
 

と
え
ば
、
西
欧
諸
国
で
ほ
改
善
策
と
し
て
、
す
で
に
叩
 
 

九
七
〇
年
代
前
半
に
、
育
児
ク
レ
■
シ
ッ
ト
や
年
金
分
割
 
 

が
導
入
さ
れ
た
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
先
進
話
臨
の
年
金
制
度
に
お
い
て
、
女
 
 

性
は
ど
の
よ
う
に
比
定
づ
け
ら
れ
、
ど
¢
よ
う
な
政
策
 
 

的
対
応
が
な
さ
れ
た
か
を
と
り
あ
げ
る
。
 
 
 

一
、
女
性
と
年
金
 
 

主
要
国
で
用
い
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
七
 
 

、
王
－
、
 
 

つ
の
方
法
が
あ
る
。
 
 

制
 
配
偶
者
給
付
シ
ス
テ
ム
 
 
 

こ
れ
は
、
就
労
し
て
い
な
い
妻
に
高
齢
期
の
保
護
を
 
 

与
え
る
伝
統
的
な
方
法
で
あ
る
。
被
用
者
（
夫
）
が
本
 
 

人
分
り
保
険
料
の
み
を
艶
出
し
て
い
る
場
合
に
、
被
扶
 
 

餐
配
偶
者
（
至
り
た
め
に
一
定
の
給
付
を
行
う
仕
組
 
 

「
阜
で
あ
る
。
こ
の
は
あ
い
一
般
に
二
軍
詔
？
安
定
と
継
 
 

続
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
配
偶
者
給
付
の
レ
ベ
ル
は
、
 
 

一
九
七
〇
年
代
に
ほ
多
く
の
団
で
奥
の
基
本
年
金
の
半
 
 

分
ま
た
ほ
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
が
、
現
在
ほ
ア
メ
リ
カ
 
 

（
五
〇
％
）
を
除
い
て
、
半
分
以
下
の
園
が
多
い
。
日
本
 
 

（
三
九
％
）
、
オ
ラ
ン
ダ
（
三
八
％
）
、
イ
ギ
リ
ス
（
三
 
 

二
％
）
ゥ
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
実
の
年
金
に
在
韓
査
配
偶
者
 
 

分
と
し
て
加
給
を
行
う
仕
組
み
（
所
篠
鯛
童
あ
り
）
に
 
 

な
っ
て
い
る
が
、
加
給
年
金
は
年
四
千
フ
ラ
ン
 
（
最
低
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表 外国の年金制度【こおける女性の張り顎い冊ヲ9年J   

配  シ′ 二L  最  介官   

蕃  テ／て 
蓋  任  個  

期期  権  加  単  

§                  イ謁  ス こ乙  偲  蕃児   意  人     】保            給 付  ムⅠ サ ルl  障 怠 壷  間間  の 分 ・割l  入位 l   

オーストラリア ○ 
／  

オーストリア  ○  

ベルギー  ○  C）  ○  ○  Cl  

カナダ  ○   ○  ○  

保
障
年
金
の
一
〇
％
程
度
）
 
で
あ
り
、
低
い
。
 
 

仏
 
土
二
パ
ー
サ
ル
・
シ
ス
テ
ム
 
 
 

有
給
の
仕
重
た
従
索
し
て
い
な
い
女
性
に
も
独
立
の
 
 

保
護
を
与
え
ス
二
つ
り
方
法
ほ
、
ユ
ニ
′
ハ
ー
サ
ル
な
適
 
 

用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
年
齢
・
居
住
等
を
要
件
と
し
 
 

て
定
番
給
付
が
支
給
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
 
 

（
生
2
）
 
 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ド
で
ほ
所
得
調
査
、
 
 

オ
ー
ス
ト
テ
リ
ア
で
は
資
力
調
査
が
課
せ
ら
れ
る
。
給
 
 

付
額
に
つ
い
て
は
、
ノ
ル
ウ
⊥
「
－
と
ニ
ュ
し
シ
ラ
ン
「
 
 

で
は
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
年
金
顔
は
単
身
者
の
年
金
筋
の
 
 

七
五
％
に
減
額
き
九
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
単
身
者
と
同
 
 

額
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
配
偶
者
が
受
給
要
件
 
 

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
補
足
給
付
（
所
得
調
査
 
 

あ
り
）
か
支
給
さ
れ
る
。
一
般
に
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
 
 

▼
ヘ
ソ
シ
ュ
ン
は
低
彷
と
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
年
金
に
 
 

加
え
て
各
種
手
当
（
住
宅
・
介
護
等
）
を
支
給
す
る
国
 
 

も
あ
る
。
 
 

㈲
 
最
低
保
障
年
金
 
 
 

こ
九
ほ
、
雇
用
に
従
事
し
て
い
た
場
合
、
賃
金
水
準
 
 

些
関
係
な
く
愚
低
年
金
額
を
保
障
す
る
方
法
で
あ
る
。
 
 

女
性
な
ど
低
賃
金
被
用
寮
の
退
職
後
所
得
を
陳
障
す
る
 
 

た
め
り
制
圧
で
あ
る
。
社
会
保
険
を
採
用
す
る
は
と
ん
 
 

ど
の
一
国
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ア
メ
リ
カ
を
除
く
）
 
に
お
 
 

い
て
、
最
低
県
陣
年
金
の
制
度
が
設
け
一
ら
れ
て
い
る
。
 
 

最
低
保
障
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
最
低
拠
出
劇
間
 
 

が
必
要
と
さ
九
る
。
ド
イ
ツ
で
ほ
、
三
十
五
年
の
拠
出
 
 

期
間
を
も
つ
低
賃
金
該
待
暮
正
対
し
て
ほ
、
稔
年
金
ポ
 
 

イ
ン
ト
が
被
保
険
者
平
均
収
入
の
七
五
％
（
最
高
）
ま
 
 

で
調
整
き
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
、
一
九
九
入
牢
以
降
 
 

最
低
保
瞳
年
金
も
ス
ラ
イ
ド
制
の
適
用
を
受
け
る
。
ス
 
 

ベ
イ
ソ
で
ほ
、
六
十
五
歳
か
ら
支
給
（
配
偶
者
加
算
あ
 
 

り
）
さ
れ
、
六
十
五
歳
末
蒋
の
場
合
は
減
額
年
金
と
な
 
 

る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
新
年
金
制
度
で
は
、
最
低
保
障
 
 

年
金
（
六
十
五
哉
以
上
対
象
）
が
国
華
か
ら
支
出
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

㈱
 
育
児
・
介
護
期
間
の
配
慮
 
 
 

こ
れ
は
、
育
児
ま
た
ほ
介
護
を
待
っ
た
期
間
を
年
金
 
 

制
度
上
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
特
別
の
方
法
で
あ
る
。
 
 

〝
ポ
′
シ
テ
ィ
プ
な
男
女
平
等
″
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
拠
出
記
録
が
給
付
レ
ベ
ル
を
決
定
す
る
こ
と
な
変
 
 

め
る
が
、
特
別
の
背
痛
事
項
を
シ
ス
テ
ム
忙
阻
み
込
ん
 
 

で
、
よ
り
平
等
な
給
付
を
保
障
L
よ
う
と
す
る
も
の
で
 
 

あ
る
。
豪
族
政
策
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
／
ラ
ン
ス
ヤ
ベ
 
 

ル
ギ
ー
で
は
、
母
親
の
年
金
権
の
面
で
も
早
い
時
廟
近
 
 

特
別
の
措
置
を
採
用
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
、
一
 
 

九
七
二
年
に
母
親
（
被
保
険
者
）
 
に
育
児
ク
レ
一
シ
ッ
ト
 
 

を
導
入
し
た
が
、
一
九
七
五
年
改
正
で
は
、
在
宅
の
母
 
 

親
に
も
支
援
を
拡
充
し
た
。
現
行
制
度
で
は
①
男
女
と
 
 

も
三
人
以
上
子
な
重
曹
し
た
被
保
険
者
に
老
齢
年
金
の
 
 

叫
○
％
を
加
給
、
②
女
性
被
保
険
者
が
子
の
十
六
蔵
に
 
 

な
る
ま
で
の
間
少
な
く
と
も
九
年
間
養
育
し
た
寄
合
、
 
 

年
金
額
昇
走
に
当
た
り
子
一
人
に
つ
車
三
年
間
加
入
期
 
 

間
が
加
算
さ
れ
ろ
：
ヘ
ル
ギ
ー
で
も
、
一
九
七
三
年
に
、
 
 

育
児
の
た
め
瑛
用
を
中
断
す
る
女
性
ほ
、
子
が
三
歳
（
障
 
 

憲
児
は
六
戟
）
に
な
る
ま
で
適
用
魅
続
が
決
め
ら
九
た
。
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ド
イ
ツ
で
も
一
九
七
二
年
に
育
児
ク
レ
．
シ
ッ
ト
の
提
賽
 
 

が
な
さ
れ
た
が
、
費
用
面
で
の
反
対
に
上
り
採
用
さ
れ
 
 

ず
、
結
局
｝
九
八
六
年
に
導
入
き
れ
た
。
現
行
制
度
で
 
 

ほ
①
子
一
人
に
つ
き
誕
生
後
三
年
間
の
育
児
期
間
が
軌
 
 

出
期
間
（
平
均
東
金
を
簸
得
し
た
も
の
）
と
み
な
さ
れ
 
 

る
、
②
子
を
十
歳
に
な
る
ま
で
蜃
育
し
た
看
で
、
真
金
 
 

が
平
均
以
下
の
君
に
つ
い
て
、
年
金
額
算
定
に
当
た
り
 
 

平
均
賃
金
の
五
〇
て
／
0
0
％
の
範
囲
内
で
高
く
評
価
 
 

さ
れ
る
。
在
宅
介
護
期
間
に
つ
い
て
も
配
慮
が
な
さ
れ
 
 

る
。
イ
ギ
リ
ス
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
ほ
、
年
金
額
算
定
 
 

の
際
育
児
や
介
護
の
た
め
低
所
得
で
あ
っ
た
期
間
が
補
 
 

佐
さ
れ
る
。
ス
イ
ス
で
は
、
十
六
歳
末
溝
の
子
の
奉
育
 
 

ま
た
ほ
家
族
介
護
期
間
各
年
に
ク
レ
■
シ
γ
ト
が
付
与
さ
 
 

九
る
。
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
新
制
度
で
は
、
子
が
四
歳
に
 
 

な
る
ま
で
み
な
し
所
得
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
 
 

の
た
め
女
性
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
対
応
が
な
さ
れ
 
 

て
い
る
。
み
な
し
所
得
と
ほ
①
子
の
出
生
前
年
の
所
待
、
 
 

②
十
六
歳
以
上
六
十
五
黄
未
満
の
全
加
入
期
間
の
平
均
 
 

所
樽
の
七
五
％
、
③
現
実
の
所
得
に
基
破
額
分
を
ブ
ラ
 
 

ス
し
た
砿
の
う
ち
最
も
有
利
な
額
を
年
金
制
度
上
り
所
 
 

得
と
し
て
扱
う
。
 
 

㈲
 
年
金
権
の
分
割
 
 
 

こ
九
は
、
■
夫
婦
が
家
庭
内
労
働
と
有
給
の
労
働
を
ど
 
 

の
よ
う
に
選
択
す
る
か
に
関
係
な
く
、
両
者
の
拠
出
記
 
 

・
鎧
を
合
算
し
、
平
等
に
分
割
し
、
年
金
額
宮
沢
め
る
方
 
 

法
で
あ
る
。
黄
婦
共
有
の
年
金
権
は
夫
婦
同
居
期
間
に
 
 

応
じ
て
分
割
さ
れ
る
。
次
の
三
時
点
で
、
年
金
分
劃
が
 
 

考
え
ら
九
る
ら
①
受
給
権
を
獲
得
し
た
と
き
、
②
結
婚
 
 

が
破
綻
し
た
と
き
、
③
退
職
年
齢
に
達
し
た
と
き
で
あ
 
 

る
。
た
だ
し
、
年
金
権
の
分
割
に
ほ
問
題
も
あ
る
（
結
 
 

婚
回
数
が
多
い
、
審
美
婚
で
あ
る
、
片
稼
ぎ
世
帯
の
按
 
 

待
暑
が
障
害
を
も
っ
た
場
合
な
ど
）
。
そ
の
た
め
、
早
い
 
 

時
期
に
分
割
制
度
を
実
施
し
た
′
ヘ
ル
キ
ー
、
ド
イ
ツ
、
 
 

カ
ナ
ダ
で
ほ
、
年
金
権
分
割
の
原
則
ほ
離
婚
し
た
女
性
 
 

に
の
み
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
カ
ナ
ダ
で
ほ
、
 
 

離
婚
の
他
、
夫
鯨
両
方
が
退
職
年
齢
（
一
ハ
十
歳
）
 
に
達
 
 

し
て
い
れ
は
、
年
金
権
を
分
割
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
一
年
改
正
に
上
り
、
婚
姻
中
の
夫
 
 

婦
（
婿
短
期
間
二
十
五
年
以
上
）
に
つ
い
て
も
年
金
分
 
 

割
が
可
能
と
な
っ
た
。
ス
イ
ス
で
も
、
嬉
細
中
・
離
婚
・
 
 

死
別
の
際
、
夫
と
宴
の
拠
出
記
録
な
合
葬
し
、
分
割
で
 
 

き
る
。
育
児
・
介
護
ク
レ
ジ
ッ
ト
も
分
割
で
き
る
。
年
 
 

金
分
割
が
尋
入
さ
九
た
年
は
、
ベ
ル
ギ
1
一
九
五
六
年
、
 
 

ド
イ
ツ
一
九
七
七
年
、
カ
ナ
ダ
一
九
七
八
年
、
ア
イ
ル
 
 

ラ
ン
ド
一
九
九
六
年
、
ス
イ
ス
一
九
九
七
年
（
夫
婦
合
 
 

算
制
度
の
導
入
は
二
九
七
二
年
）
 
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
 
 

カ
で
ほ
、
年
金
分
割
の
仕
組
み
は
な
い
が
、
婚
姻
期
間
 
 

十
年
以
上
の
離
婚
し
た
妻
に
対
し
て
、
元
夷
の
拠
出
記
 
 

痘
に
基
づ
き
、
元
其
の
老
齢
年
金
の
五
〇
％
が
保
障
さ
 
 

れ
る
（
」
ハ
十
五
歳
以
降
支
給
、
六
十
二
～
六
十
四
歳
の
 
 

場
合
ほ
減
顕
さ
れ
る
）
。
 
 

㈲
 
任
意
加
入
 
 
 

こ
れ
ほ
、
有
給
の
仕
事
に
放
い
て
い
な
い
主
婦
な
ど
 
 

が
年
金
受
給
資
格
を
得
る
た
め
、
年
金
保
険
に
任
悪
加
 
 

入
で
き
る
制
度
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
は
主
婦
に
対
す
る
 
 

任
意
免
除
妄
早
く
か
ら
採
用
し
た
閑
人
二
 
つ
で
あ
る
 
 

（
一
九
六
三
年
、
実
施
ほ
一
九
六
七
年
）
。
イ
タ
リ
ア
に
 
 

ほ
被
扶
妾
配
偶
者
に
対
す
る
給
付
は
な
い
っ
 
任
意
保
険
 
 

へ
の
加
入
ほ
専
菓
主
婦
忙
限
ら
れ
、
希
望
す
る
年
金
額
 
 

に
応
じ
て
拠
出
が
決
め
ら
れ
た
。
・
ヘ
ル
ギ
ー
で
は
、
一
 
 

九
六
七
年
に
、
幾
嬉
し
た
女
性
の
た
め
の
任
意
年
金
保
 
 

険
が
発
足
し
た
。
ド
イ
ツ
の
年
金
制
度
に
も
被
扶
餐
の
 
 

葬
に
対
す
る
配
偶
者
給
付
は
な
い
。
一
九
七
二
年
改
正
 
 

で
ほ
、
就
労
経
験
の
な
い
主
婦
ふ
任
意
抱
出
に
上
り
受
 
 

給
権
を
も
て
る
上
う
に
な
っ
た
。
現
行
制
度
で
ほ
、
ド
 
 

イ
ツ
に
居
住
し
、
か
つ
保
険
加
入
義
務
の
た
い
老
は
十
 
 

六
轟
か
ら
任
意
加
入
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
ほ
一
九
七
五
 
 

年
に
、
二
準
制
度
に
加
入
で
き
な
い
母
親
等
に
任
悪
加
 
 

入
制
度
を
実
施
し
た
ら
 
イ
ギ
リ
ス
で
は
基
硬
年
金
に
任
 
 

意
加
入
で
き
る
。
任
意
加
入
に
共
通
す
る
点
は
、
雇
用
 
 

期
間
と
任
意
拠
出
期
間
を
通
算
で
き
る
こ
と
、
年
金
額
 
 

は
通
常
の
フ
ル
ベ
ン
シ
ョ
ソ
よ
り
低
い
が
、
・
主
婦
奪
が
 
 

自
ら
の
権
利
と
し
て
給
付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
 
 

る
。
実
際
に
ほ
、
任
意
加
入
は
保
険
料
拠
出
の
可
能
な
 
 

資
力
の
あ
る
者
に
限
定
言
れ
る
。
 
 

潤
 
個
人
単
位
 
 
 

先
進
諸
国
わ
動
向
を
み
る
と
、
依
然
と
し
て
主
た
る
 
 

基
準
を
〝
宍
の
被
扶
養
者
″
と
す
る
国
が
多
い
。
し
か
 
 

し
近
年
、
年
金
制
匿
妄
世
帯
単
位
か
ら
個
人
単
位
に
組
 
 

み
替
え
、
男
女
平
等
を
進
め
る
改
峯
を
行
っ
た
国
も
あ
 
 

る
。
ス
イ
ス
の
公
的
年
金
制
度
は
一
九
四
八
年
の
創
設
 
 

以
来
何
回
も
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
r
九
九
七
年
一
月
 
 

（
斧
十
回
改
正
）
か
ら
年
金
制
匿
ほ
個
人
単
位
に
変
更
さ
 
 

れ
た
。
単
身
、
既
嬉
、
離
婚
、
寡
婦
（
夫
）
 
に
関
係
な
 
 

く
、
各
自
に
独
立
の
年
金
権
が
付
与
き
れ
る
。
天
婦
は
、
 
 

従
来
の
夫
痘
年
金
に
代
わ
り
、
二
つ
の
個
別
の
老
齢
年
 
 

金
を
受
給
す
る
。
年
金
額
ほ
平
均
所
得
と
拠
出
期
間
に
 
 

上
り
決
ま
る
が
、
既
婚
、
離
衝
、
死
別
し
た
老
の
平
均
 
 

所
得
ほ
婚
姻
中
の
雇
用
か
ら
の
所
得
を
分
割
し
、
算
定
 
 

さ
れ
る
（
育
児
・
介
護
ク
レ
．
シ
ッ
ト
も
二
分
割
）
。
ス
 
 

ウ
ェ
ー
テ
ン
で
は
一
九
九
一
年
一
月
に
、
年
金
制
度
の
 
 

完
全
個
人
単
位
化
を
実
施
し
た
。
旧
制
度
の
寡
婦
年
金
 
 

（
寡
夫
年
金
は
な
か
っ
た
）
は
廃
止
（
四
十
年
聞
か
け
て
 
 

週刊社会保障－2ロ  No＿2182く2002．4．22ン  

ノウ   26  




