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昨
年
６
月
、
我
が
家
に

突
然
悲
劇
が
起
こ
っ

た
。
父
が
心
筋
こ
う
そ
く
で

突
然
僕
た
ち
家
族
の
前
か
ら

姿
を
消
し
た
。
姉
に
た
た
き

起
こ
さ
れ
、
病
院
に
駆
け
つ

け
た
時
、
父
は
救
急
外
来
の

ベ
ッ
ド
の
上
で
眠
る
よ
う
に

横
に
な
っ
て
い
た
。
皮
肉
に

も
、
こ
の
救
急
病
棟
は
、
設

計
士
を
し
て
い
た
父
が
設

計
・
監
理
を
し
た
と
後
で
母

に
聞
い
た
。

　

父
は
仕
事
が
大
好
き
だ
っ

た
。
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
、

い
つ
も
熱
心
に
取
り
組
ん
で

い
た
。
平
日
は
、
事
務
所
や

現
場
で
一
日
の
ほ
と
ん
ど
を

過
ご
し
て
い
た
。
夕
飯
を
一

緒
に
食
べ
る
こ
と
す
ら
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。

　

父
は
、
僕
た
ち
兄
弟
に

と
っ
て
、
と
て
も
偉
大
な
父

だ
っ
た
。
サ
ッ
カ
ー
を
教
え

て
く
れ
た
。
ス
キ
ー
も
水
泳

も
教
え
て
く
れ
た
。
ま
た
、

ギ
タ
ー
や
ド
ラ
ム
も
教
え
て

く
れ
た
。
ゲ
ー
ム
も
一
緒
に

楽
し
ん
だ
。
今
、
僕
に
と
っ

て
楽
し
い
こ
と
は
全
て
父
に

教
わ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
父

が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
僕
は

以
前
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
し

て
い
る
。
今
で
も
父
は
事
務

所
で
仕
事
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
朝

夕
仏
壇
の
父
に
手
を
合
わ

せ
、
返
事
が
返
っ
て
こ
な
い

父
に
向
か
っ
て
一
日
の
報
告

を
し
て
い
る
と
、
父
が
遠
く

に
い
っ
て
し
ま
っ
た
事
を
改

め
て
感
じ
る
。

　

父
が
亡
く
な
り
数
日
が
過

ぎ
た
。
中
学
校
入
学
時
に

買
っ
て
も
ら
っ
た
ス
パ
イ
ク

の
ポ
イ
ン
ト
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
新
し
い
ス
パ
イ

ク
が
欲
し
か
っ
た
が
、
母
に

言
い
出
せ
ず
に
、
た
だ
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ス
パ
イ
ク
を

探
し
て
い
た
。
兄
も
同
じ

だ
っ
た
。
そ
ん
な
僕
た
ち
の

姿
に
母
が
気
づ
い
て
し
ま
っ

た
。

「
ス
パ
イ
ク
買
わ
な
い
か
ん

な
。」

母
の
言
葉
に

「
ま
だ
い
け
る
。」

と
声
を
そ
ろ
え
て
僕
た
ち
は

答
え
た
。

「
お
母
さ
ん
一
人
じ
ゃ
な
い

け
ん
。
パ
パ
や
っ
て
ち
ゃ
ん

と
元
気
な
時
ほ
ど
じ
ゃ
な
い

け
ど
、
給
料
も
ら
い
よ
る
け

ん
。」

　

母
の
言
葉
に
、
僕
た
ち
兄

弟
は
驚
い
た
。
父
は
今
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
仕
事
は
し
て

い
な
い
。
そ
ん
な
、
父
が
給

料
を
も
ら
っ
て
い
る
。
意
味

が
分
か
ら
ず
に
、
た
だ
ぽ
か

ん
と
母
の
顔
を
見
た
。
母
が

続
け
た
。

「
20
歳
に
な
る
と
、
年
金
に

加
入
す
る
ん
よ
。
毎
月
年
金

を
納
め
る
ん
よ
。
元
気
に
働

い
て
、
65
歳
に
な
っ
た
ら
、

年
金
は
受
給
で
き
る
ん
よ
。

パ
パ
み
た
い
な
人
に
も
、
遺

族
年
金
を
支
給
し
て
く
れ
る

ん
よ
。
だ
か
ら
そ
れ
が
パ
パ

の
給
料
よ
。
パ
パ
が
、
一
生

懸
命
に
働
い
て
、
年
金
を
納

め
て
い
た
か
ら
く
れ
る
ん

よ
。」

　

父
は
今
、
僕
た
ち
の
前
に

は
い
な
い
。
父
の
声
は
聞
こ

え
な
い
。
ま
だ
ま
だ
父
と
い

ろ
ん
な
事
が
し
た
か
っ
た
。

い
ろ
ん
な
事
を
教
え
て
ほ
し

か
っ
た
。
楽
し
い
時
間
を

も
っ
と
も
っ
と
一
緒
に
過
ご

し
た
か
っ
た
。

　

全
て
は
叶
わ
ぬ
こ
と
だ
け

ど
、
父
は
今
で
も
僕
た
ち
の

心
の
中
に
い
る
。
偉
大
な
父

は
、
自
慢
の
父
は
、
年
金
と

い
う
シ
ス
テ
ム
で
、
形
を
変

え
て
僕
た
ち
の
生
活
を
支
え

て
く
れ
て
い
る
。
見
守
っ
て

く
れ
て
い
る
。

　

僕
た
ち
は
今
も
父
と
一
緒

に
過
ご
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
る
。【
徳
島
県　

山
田
さ

ん
（
中
学
生
・
男
性
）】

父
が
残
し
た
「
年
金
」

思
い
を
知
る
　
　
　
わ
た
し
と
年
金

最
近
、「
年
金
不
信
」
や
「
年
金
未
納
問
題
」
と
い
っ
た
言
葉
が

テ
レ
ビ
や
ニ
ュ
ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
年
金
制
度
は
破
た
ん
す
る
」、「
納
め
て
も
元
が
と
れ
な
い
」
な
ど
、

日
々
さ
ま
ざ
ま
な
つ
ぶ
や
き
も
耳
に
入
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
右
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
よ
う
に
、

年
金
が
自
分
の
老
後
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
生
活
を
支
え
て
い
る
例
も
多
く
あ
り
ま
す
。

今
、
年
金
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。

今
月
号
で
は
、
国
民
年
金
を
メ
イ
ン
に
公
的
年
金
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

　

公
的
年
金
と
は
、
働
い
て
い

る
世
代
で
、引
退
し
た
世
代
や
、

“
い
ざ
”
と
い
う
と
き
の
生
活

を
支
え
合
う
制
度
で
す
。
若
い

と
き
に
年
金
（
保
険
料
）
を
納

め
続
け
る
こ
と
で
、
老
後
や
、

病
気
や
事
故
で
障
が
い
を
持
っ

て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
お
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
に
も
頼
り
に

な
る
年
金
で
す
が
、「
年
金
は

破
た
ん
す
る
」、「
年
金
を
納
め

て
も
損
」
と
い
っ
た
話
題
も
多

く
耳
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
年
金
が
老
後
の
暮
ら

し
に
欠
か
せ
な
い
と
思
っ
て
い

ツ
ナ
ガ
ル
。

特
集

万
一
の
と
き
も
頼
り
に

ま
ず
は
制
度
を
知
ろ
う

ツナガル。年金特集

て
も
、
不
安
を
感
じ
る
人
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
年
金
を
納
め
ず
に
い

る
人
が
多
い
こ
と
も
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
皆
で
支
え
合

う
こ
と
が
原
則
の
年
金
。
納
め

な
い
人
が
い
る
こ
と
も
問
題
で

す
が
、
な
に
よ
り
老
後
に
年
金

収
入
が
な
い
こ
と
で
、
家
族
な

ど
の
支
援
な
し
に
は
生
活
で
き

な
い
と
い
っ
た
人
た
ち
が
増
え

る
こ
と
が
一
番
の
問
題
で
す
。

　

年
金
は
本
当
に
納
め
て
も

「
損
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
は
制
度
や
現
状
を
知
る
こ
と

か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

…
個
人
が
自
由
に
加
入
す

る
個
人
年
金
と
は
違
い
、

全
国
民
が
加
入
を
義
務
化
さ
れ
た
年
金
制
度
。
農
業
、
自

営
業
者
や
学
生
な
ど
が
加
入
す
る
「
国
民
年
金
」
や
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
加
入
す
る
「
厚
生
年
金
」
な
ど
が
あ
る
。

「
公
的
年
金
」

出
典
：
平
成
25
年
度
「
わ
た
し
と
年
金
」

エ
ッ
セ
イ
最
優
秀
賞
（
日
本
年
金
機
構
理
事
長
賞
）
作
品

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

年
金

世
代
と
未
来
を
つ
な
ぐ
年
金
を
考
え
る
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―「
公
的
年
金
は
破
た
ん
す
る
」

と
の
声
も
あ
り
ま
す
が
、
実
際

ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

前
提
と
し
て
高
齢
者
が
多
い

日
本
で「
公
的
年
金
の
破
た
ん
」

は
、「
国
の
破
た
ん
」
を
意
味

し
ま
す
の
で
、
国
と
し
て
も
破

た
ん
さ
せ
る
訳
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
公
的
年
金
は
、
制
度
を
維

持
す
る
た
め
国
庫
（
税
金
）
を

投
入
し
て
い
ま
す
。
以
前
は
税

金
が
年
金
財
源
の
３
分
の
１
で

し
た
が
、現
在
で
は
２
分
の
１
。

　

そ
し
て
未
納
者
が
増
え
て
も

破
た
ん
は
し
ま
せ
ん
。
一
時
的

に
保
険
料
収
入
が
減
っ
て
も
、

「
年
金
（
保
険
料
）
を
納
め
な

い
＝
年
金
を
も
ら
え
な
い
」
と

い
う
関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、

長
期
的
に
は
年
金
財
政
へ
の
負

担
は
少
な
い
と
言
え
ま
す
。
む

し
ろ
、
財
政
よ
り
も
年
金
を
も

ら
え
な
い
高
齢
者
が
増
え
る
こ

と
の
方
が
重
大
で
す
。

―
し
か
し
「
年
金
を
納
め
て
も

元
が
取
れ
な
い
」
と
の
声
も
あ

り
ま
す
が
？

　

老
齢
年
金
は
生
き
て
い
る
限

り
も
ら
え
ま
す
の
で
、
長
生
き

す
る
ほ
ど
、
年
金
は
も
ら
え
る

総
額
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
現

時
点
で
は
、
平
均
寿
命
ま
で
生

き
れ
ば
、
納
め
た
保
険
料
よ
り

も
十
分
に
も
ら
え
る
年
金
の
方

が
多
く
な
り
ま
す
。

―
健
康
づ
く
り
も
大
切
に
な
り

ま
す
ね
。
で
は
、
公
的
年
金
の

魅
力
は
他
に
も
あ
り
ま
す
か
？

　

公
的
年
金
に
は「
老
齢
年
金
」

に
加
え
、
そ
の
他
に
も
重
要
な

保
障
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
亡
く

な
っ
た
と
き
に
遺
族
に
年
金

が
入
る
「
遺
族
年
金
」。
そ
し

て
ケ
ガ
な
ど
で
障
が
い
を
持
っ

て
し
ま
っ
た
と
き
に
も
ら
え
る

「
障
害
年
金
」
で
す
。

実
は
お
得
だ
っ
た
!?
公
的
年
金
。

年
金
事
務
所
に
聴
く
　
　
　
年
金
制
度
の
現
状
と
今
後

―
注
意
点
や
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

ど
あ
り
ま
す
か
？

　

公
的
年
金
は
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
も
頼
り
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
年
金
（
保
険
料
）
を

納
め
な
い
と
、
年
金
を
も
ら
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
国
や

他
の
人
」
が
困
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
ま
ず
は
、
家
族
や

孫
に
負
担
を
か
け
な
い
、
そ
し

て
後
で
後
悔
し
な
い
た
め
に
、

ぜ
ひ
「
自
分
」
の
こ
と
と
し
て

考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
町
村
の
役
所
や
役

場
で
は
、
年
金
の
事
務
に
限
り

が
あ
り
ま
す
が
、小
林
市
で
は
、

年
金
事
務
所
で
し
か
で
き
な
い

事
務
も
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。「
地
元
で
年
金
の
受
付
や

記
録
も
調
べ
ら
れ
る
」
身
近
な

年
金
窓
口
と
し
て
市
役
所
づ
く

り
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も

い
っ
そ
う
連
携
を
深
め
て
ま
い

り
ま
す
。

「
納
め
な
い
人
が
い
る
か
ら
年
金
は
破
た
ん
す
る
」、

「
年
金
を
納
め
て
も
、
損
を
す
る
の
で
は
？
」

そ
う
思
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
「
年
金
を
納
め
ず
、
年
金
を
受
け
取
ら
な
い
」

と
い
う
選
択
は
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

納
め
な
い
こ
と
で
起
き
る
問
題
は
？
誰
が
困
る
の
か
？

年
金
に
つ
い
て
の
疑
問
を
年
金
事
務
所
に
聴
き
ま
し
た
。

●インタビュー
　日本年金機構　都城年金事務所
　長

ながの

野　克
かつお

生　所長

さ
ま
ざ
ま
な
保
障
の
あ
る
公
的
年
金
。

〝
い
ざ
〟
と
い
う
時
の
た
め
に

若
い
人
こ
そ
考
え
て
ほ
し
い
。

年
金
を
納
め
ず
に
い
る
こ
と
で
、

困
る
の
は
、
ま
ず
は
「
自
分
」
で
す
。
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年金の種類

老
齢
年
金

年をとったとき（65 歳になったとき）に受け取ることができ
ます。保険料を納めた期間と免除された期間の合計が 25 年以
上あることが条件です。20 歳から 60 歳になるまでの 40 年
間の全期間、保険料を納めた人には、満額の老齢基礎年金が支
給されます。平成 26 年４月現在の満額の年金額は年額 77 万
2800 円です。もらう
年齢を遅らせることで、
もらう額を増やすこと
もできます。

若いときでも病気や事故で障がいが残ったとき、障がいの程度に
応じて受けとることができます。障害等級が 1 級の人の障害基
礎年金額は年 96 万 6000 円、2 級の場合は年 77 万 2800
円です。お子さんがいる場合は加算もあります。

障
害
年
金

遺
族
年
金

働いている父や母が亡くなったとき、残された
家族（夫や妻、子ども）が受けとることができ
ます。年金額は、お子さんが１人の妻（夫）の
場合、99 万 5200 円、お子さんが１人残さ
れた場合、77 万 2800 円です。

「
お
子
さ
ん
」
と
は
、「
18
歳
に
な
っ
た
年
度
の
末
日
（
３
月
31

日
）
ま
で
の
子
」、
ま
た
は
「
20
歳
未
満
で
障
害
等
級
１
級
ま

た
は
２
級
の
子
」
を
い
い
ま
す

年金ではなく、貯金で暮らすと…

現在、65 歳からもらえる老齢年金の満額は、年額
77 万 2800（6 万 4400 円／月）です。生活費と
しては少ないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、65 歳から 80 歳までもらうと仮定すると、

20
歳

60
歳

65
歳

長生きするだけお得

ツナガル。年金特集

「老後の生活の基本部分を公的年金が支えています。」データで見る年金

（解説）公的年金をもらっ
ている 65 歳以上の高齢者
世帯の６割以上が公的年金
だけで生活しています。ま
た、公的年金は、高齢者世
帯の平均所得の約７割を占
めており、老後生活の主要
な柱としてなくてはならな
い存在となっています。

●高齢者世帯の所得の約７割が年金（出典：厚
　生労働省「平成 24 年国民生活基礎調査」

●約６割の高齢者世帯が年金所得だけで生活
（出典：e-stat「年金制度基礎調査平成 24 年」

０ 20 40 60 80 100（㌫）

平均
65 ～ 69
70 ～ 74
75 ～ 79
80 ～ 84
85 ～ 89
90 ～

（年齢）
不詳

公的年金以外
の収入なし

公的年金以外
の収入あり

61.5 ㌫

86.6 ㌫

48.1 ㌫
64.6 ㌫
75.2 ㌫
77.6 ㌫
82.8 ㌫

公的年金
・恩給

69.1 ㌫

5.6 ㌫

19.5 ㌫

5.8 ㌫
稼働所得

財産所得

その他の所得

第１子・第２子
22 万 2400 円加算

第３子以降

７万 4100 円加算

妻とお子さんが１人の場合

　　＝ 99万 5200 円

妻 77万 2800 円
　＋お子さん１人 22万 2400 円

77 万 2800 円× 15 年＝ 1159 万 2000 円

1159 万 2000 円÷ 480 月（40 年× 12 か月）
＝２万 4150 円
を毎月貯金にまわす必要があります。

となり、これを 20 歳から 60 歳までに貯蓄しようとすると、



公
的
年
金
を
使
い
こ
な
そ
う
！

制
度
を
知
る
　
　
　
　
年
金
を
活
用
す
る
た
め
に

若
い
人
こ
そ
考
え
て
ほ
し
い
年
金
。

公
的
年
金
は
、
ど
う
し
て
も
納
め
ら
れ
な
い
時
の
免
除
制
度
や

も
ら
え
る
年
金
を
増
や
す
方
法
も
あ
り
ま
す
。

公
的
年
金
を
理
解
し
、
将
来
の
人
生
設
計
に
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

遺
族
年
金
が
も
ら
え
ま
せ
ん
。

そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
市
役
所
市

民
課
、
各
庁
舎
の
住
民
生
活
課

か
年
金
事
務
所
に
、
気
軽
に
相

談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め

た
り
、
追
納
（
免
除
期
間
分
）、

後
納
（
未
納
期
間
分
）
す
る
こ

と
な
ど
で
、
も
ら
え
る
年
金
額

を
増
や
す
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
は
老
後
や
、
い
ざ

と
い
う
時
の
た
め
に
、
皆
で
支

え
合
う
た
め
の
制
度
で
す
が
、

自
分
自
身
の
人
生
設
計
の
柱
に

も
な
り
ま
す
。
ず
っ
と
健
康
で

金
銭
的
に
も
余
裕
の
あ
る
人
生

を
送
る
た
め
に
、
も
う
一
度
、

公
的
年
金
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

年
金
を
も
ら
う
に
は
、
保
険

料
を
き
ち
ん
と
納
め
て
い
る
こ

と
が
条
件
で
す
。
月
々
の
保
険

料
の
額
は
１
万
５
２
５
０
円

（
平
成
26
年
４
月
）。
前
納
制
度

や
口
座
振
替
な
ど
、
保
険
料
を

安
く
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
む
ず

か
し
い
場
合
は
、
申
請
を
す
る

こ
と
で
猶
予
や
免
除
を
受
け
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
申
請
は
、

毎
年
７
月
が
更
新
の
時
期
。
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

と
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、

老
齢
年
金
は
も
ち
ろ
ん
、障
害
、

　年金について、将来ちゃん
と支給されるのか不安はあり
ます。ですが、自分が高齢に
なり仕事ができなくなった時
に、生活の柱になる年金は大
事ですね。それと、万一の時
にも、年金の保障があるとの
こと。子どもも生まれ、自分
に何かあったときのことを考
えると、年金は自分だけのも
のではないと考えるようにな
りました。

老後や子どものために
も、年金は大事ですね
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●父の跡を継いで養豚業を営む
行
ぎょうとく

德 光
みつひろ

弘（31 歳）さん。野
尻町東麓在住。写真は息子の
直
なおみち

倫くん（1 歳）と。

●インタビュー

Q1 加入するかしないかは、
本人の自由でしょ？

いいえ。加入することは義務です。

● 20 歳以上 60 歳未満の日本国内に住む全ての人が加入を義務付
けられています。●退職や、扶養から抜けて国民健康保険への切り
替えを行う場合、同時に国民年金への加入手続きが必要です。●保
険料は、全額控除の対象となり、所得税や住民税が安くなります。

親とわたし、わたしと子ども。
今のわたしに、未来のわたしに。

世代と未来をつなぐ年金について
もう一度考えてみませんか。

Q3 毎月の保険料が払えない！
どうしたらいいの？

保険料の納付猶予制度か免
除制度をご利用ください。

●収入の減少や失業、学生の時など、経済的
に保険料を納めることが難しいときには、納
付猶予制度と免除制度があります。（７ペー
ジＱ４も確認ください）●免除は所得によっ
て審査されます。免除を検討する場合は、所
得がなくても確定申告を行ってください（所
得の確認に確定申告が必要です）。

Q2 保険料を安くする方法は
あるの？

あります！前納制度や口座
振替などをご利用ください。

●保険料を早めに納めること（前納）で、
保険料が割り引かれます。この前納制度と
口座振替をセットにすることで、割引率が
拡大します。詳しくは、問い合わせくださ
い。※国民年金保険料を口座振替で１年
前納した場合、年間約 3840 円がお得に
なります（平成 26 年４月）。

Ａ

ＡＡ

後から納めて、年金額を増
やすことができます。

●保険料の免除制度、若年者納付猶予制度
や学生納付特例制度を受けた期間は、保険
料を全額納付した時に比べ、将来もらえる
年金額が少なくなります。●その後にその
期間の保険料を納めること（追納）で、全
額納付した場合と同じ年金額がもらえま
す。●未納期間についても、過去 10 年以
内であれば後から保険料を納めること（後
納）ができます（平成 27 年９月末日まで）。

Ａ

Q4 若年者納付猶予や学生納
付特例の期間は、もらえる
金額が減ったままなの？

Q5 もらえる年金額
を増やせる？

付加保険料を上乗
せすると、もらえ

る額を増やせます。

●付加保険料月額 400 円を納
めると、老齢年金に上乗せされ
る形で年金がもらえます。年
額で、「200 円×付加保険料
を納めた月数」を増額できま
す。2 年間で元が取れるため、
3 年目以降はお得になります。
● 65 歳からの受給を遅らせる
と、もらえる金額が増えていき
ます（繰り下げ受給）。

Ａ

●年金に関する問い合わせ先 = 都城年金事務所（☎ 0986‐23‐2571）、市役所市民課（☎ 23‐1112）、
　須木庁舎住民生活課（☎ 48‐3132）、野尻庁舎住民生活課（☎ 44‐1100）

年金記録の調べ方、教えます！
市役所市民課 ねんきんネット年金事務所 ねんきん定期便

小林市役所は、日本年
金機構から、年金記録
を調べるパソコンを借
りています。これまで
の年金加入履歴や、年
金の納付状況をお調べ
できます。見込み額の
計算はできません。

50 歳以上の人を対象
に、受給見込み額の試
算ができます。電話で
申し込むと、見込み額
が書面で届きます。年
金番号などが必要です
ので、年金手帳を準備
してお電話ください。

日本年金機構のホーム
ページから『ねんきん
ネット』に登録すると、
年金記録の確認や、将
来の受給見込み額の試
算ができます。全国で
250 万人が登録して
います。

毎年誕生月に、日本年
金機構から送付されま
す。過去 1 年間の年
金記録とこれまでの納
付実績から計算され
た、受給見込み額が記
載されています。電子
版もあります。

ツナガル。年金特集

付
加
、免
除
や
後
納
な
ど
。

公
的
年
金
で
人
生
設
計


