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高
す
ぎ
る
国
保
料（
税
）が
国
保
制
度
の
構
造
的
な
危
機
と
な
り
、医
療
保
険
制
度

と
し
て
の
持
続
性
を
揺
る
が
し
て
い
ま
す
…
…
全
国
ど
こ
で
も
、高
す
ぎ
る
国
民
健

康
保
険
料
（
税
）に
住
民
が
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
ま
す
。滞
納
世
帯
は
２
８
９
万
、全
加

入
世
帯
の
15
％
を
超
え
て
い
ま
す
。無
保
険
に
な
っ
た
り
、正
規
の
保
険
証
を
と
り
あ

げ
ら
れ
る
な
ど
、生
活
の
困
窮
で
医
療
機
関
の
受
診
が
遅
れ
た
た
め
に
死
亡
し
た
事

例
が
、昨
年
一
年
間
で
63
人（
全
日
本
民
医
連
調
査
）に
の
ぼ
る
と
い
う
、深
刻
な
事
態

も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

高
す
ぎ
る
保
険
料（
税
）は
、住
民
の
暮
ら
し
を
苦
し
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、国

民
健
康
保
険
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
し
て
い
ま
す
。全
国
知
事
会
、全
国
市
長
会
、全

国
町
村
会
な
ど
の
地
方
団
体
は
、加
入
者
の
所
得
が
低
い
国
保
が
他
の
医
療
保
険
よ

り
保
険
料
が
高
く
、負
担
が
限
界
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
国
保
の
構
造
問
題
」だ
と

し
、「
国
保
を
持
続
可
能
と
す
る
」た
め
に
は
、「
被
用
者
保
険
と
の
格
差
を
縮
小
す
る

よ
う
な
、抜
本
的
な
財
政
基
盤
の
強
化
が
必
要
」と
主
張
し
て
い
ま
す
。日
本
医
師
会

な
ど
の
医
療
関
係
者
も
、国
民
皆
保
険
制
度
を
ま
も
る
た
め
に
、低
所
得
者
の
保
険
料

（
税
）を
引
き
下
げ
、保
険
証
の
取
り
上
げ
を
や
め
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

　
“
所
得
は
低
い
の
に
保
険
料
は
い
ち
ば
ん
高
い
”―
―
こ
の
不
公
平
を
た
だ
す
の
は

政
治
の
責
任
で
す
…
…
国
保
加
入
者
の
平
均
保
険
料（
一
人
当
た
り
）は
、政
府
の
試

算
で
も
、中
小
企
業
の
労
働
者
が
加
入
す
る
協
会
け
ん
ぽ
の
１
・
３
倍
、大
企
業
の
労

働
者
が
加
入
す
る
組
合
健
保
の
１
・
７
倍
と
い
う
水
準
で
す
。東
京
23
区
に
住
む
給
与

年
収
４
０
０
万
円
の
４
人
世
帯
が
、協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
し
た
場
合
、保
険
料
の
本
人

負
担
分
は
年
１
９
・
８
万
円
で
す
が
、同
じ
年
収
・
家
族
構
成
の
世
帯
が
国
保
加
入
だ

と
保
険
料
は
年
４
２
・
６
万
円
、じ
つ
に
２
倍
以
上
の
格
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
25
年
間
に
、一
人
当
た
り
の
国
保
料（
税
）が
、６
・
５
万
円
か
ら
９
・
４
万
円

に
引
き
上
が
っ
た
結
果
で
す
。し
か
も
、同
時
期
に
、国
保
加
入
世
帯
の
平
均
所
得
は

２
７
６
万
円
か
ら
１
３
８
万
円
に
半
減
し
て
い
ま
す
。

　

国
民
の
４
人
に
１
人
が
加
入
し
、国
民
皆
保
険
制
度
の
重
要
な
柱
を
担
う
べ
き
国

保
が
、他
の
医
療
保
険
制
度
に
比
べ
て
著
し
く
不
公
平
で
、庶
民
に
た
い
へ
ん
重
い
負

担
を
強
い
る
制
度
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。高
す
ぎ
る
保
険
料（
税
）問
題
を
解
決
す

る
こ
と
は
、住
民
の
暮
ら
し
と
健
康
を
守
る
た
め
に
も
、国
保
制
度
の
持
続
可
能
性
に

と
っ
て
も
、社
会
の
公
平
・
公
正
を
確
保
す
る
う
え
で
も
、重
要
な
政
治
課
題
で
す
。

　

日
本
共
産
党
は
、こ
の
国
保
の
構
造
的
危
機
を
打
開
し
、公
的
医
療
保
険
と
し
て
の

国
保
制
度
を
立
て
直
す
た
め
に
、以
下
の
提
案
を
行
い
ま
す
。

高
す
ぎ
る
国
民
健
康
保
険
料（
税
）を
引
き
下
げ
、

住
民
と
医
療
保
険
制
度
を
守
り
ま
す

２
０
１
８
年
11
月
１
日　
日
本
共
産
党
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１
、高
す
ぎ
る
国
保
料（
税
）を
「
協
会
け
ん
ぽ
」

並
み
に
引
き
下
げ
る

（
１
）全
国
知
事
会
な
ど
も
強
く
要
望
し
て
い
る
公
費
の
投
入

で
保
険
料（
税
）を
引
き
下
げ
ま
す

―
―
全
国
知
事
会
は
、国
保
料（
税
）を
「
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
並
み
」に

引
き
下
げ
る
た
め
に
、「
１
兆
円
の
公
費
負
担
増
」を
政
府
に
要
望
し
ま
し
た

（
２
０
１
４
年
）。日
本
共
産
党
も
賛
成
で
す
。

　

高
す
ぎ
る
保
険
料
を
引
き
下
げ
、国
保
の
構
造
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

公
費
を
投
入
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。全
国
知
事
会
、全
国
市
長
会
、全
国
町
村
会
な

ど
も
、国
保
の
定
率
国
庫
負
担
の
増
額
を
政
府
に
要
望
し
続
け
て
お
り
、２
０
１
４
年

に
は
、公
費
を
１
兆
円
投
入
し
て
、協
会
け
ん
ぽ
並
み
負
担
率
に
す
る
こ
と
を
政
府
・

与
党
に
求
め
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
、現
行
の
国
保
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
当
初
、政
府
は
、「
国
民
健
康
保
険

は
、被
保
険
者
に
低
所
得
者
が
多
い
こ
と
、保
険
料
に
事
業
主
負
担
が
な
い
こ
と
…
…

な
ど
の
た
め
…
…
ど
う
し
て
も
相
当
額
国
庫
が
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
」と
認
め
て

い
ま
し
た（
社
会
保
障
制
度
審
議
会
『
１
９
６
２
年
勧
告
』）。

　

と
こ
ろ
が
、自
民
党
政
権
は
、１
９
８
４
年
の
法
改
定
で
国
保
へ
の
定
率
国
庫
負
担

を
削
減
し
た
の
を
皮
切
り
に
、国
庫
負
担
を
抑
制
し
続
け
て
き
ま
し
た
。国
保
加
入
者

の
構
成
も
、か
つ
て
は
、７
割
が「
農
林
水
産
業
」と「
自
営
業
」で
し
た
が
、い
ま
で
は
、

43
％
が
「
無
職
」、34
％
が
非
正
規
雇
用
な
ど
の
「
被
用
者
」で
、あ
わ
せ
て
８
割
近
く

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
保
に
対
す
る
国
の
責
任
後
退
と
国
保
の
加
入
者
の
貧
困
化
・
高
齢
化
・
重
症
化

が
進
む
な
か
で
、国
保
料（
税
）の
高
騰
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。国
保
の
構
造

的
な
危
機
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、国
庫
負
担
を
増
や
す
以
外
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

財
源
は
、安
倍
政
権
の
も
と
で
、純
利
益
を
19
兆
円
か
ら
45
兆
円
へ
と
２
・
３
倍
に

も
増
や
し
な
が
ら
、４
兆
円
も
減
税
さ
れ
て
き
た
大
企
業
や
、超
大
株
主（
保
有
株
式

時
価
総
額
１
０
０
０
億
円
以
上
）が
保
有
す
る
株
式
時
価
総
額
が
３
・
５
兆
円
か
ら

１
７
・
６
兆
円
へ
と
５
倍
に
も
ふ
く
れ
あ
が
る
な
ど
株
高
で
資
産
を
大
き
く
増
や
し

た
富
裕
層
に
、応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
で
十
分
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、ア
メ
リ
カ
な
ど
と
比
べ
て
も
高
額
所
得
者
優
遇
と
な
っ
て
い
る
証
券
税
制

を
改
め
、株
式
配
当
の
総
合
課
税
や
高
額
の
株
式
譲
渡
所
得
を
欧
米
並
み
に
30
％
に

引
上
げ
る
な
ど
、富
裕
層
へ
の
証
券
課
税
の
強
化
だ
け
で
１
・
２
兆
円
の
財
源
が
生
ま

れ
ま
す
。

―
―
国
保
財
政
へ
の
公
費
負
担
は
、国
と
都
道
府
県
で
４
．６
兆
円
、そ
の
う
ち
国

が
75
％
、都
道
府
県
が
25
％
を
負
担
し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
１
兆
円
増
や
せ
ば
、国

保
料（
税
）を
協
会
け
ん
ぽ
並
み
に
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。財
政
力
の
弱

い
県
に
は
交
付
税
措
置
な
ど
を
検
討
し
ま
す
。

（
２
）「
人
頭
税
」と
同
じ
「
均
等
割
」「
平
等
割
（
世
帯
割
）」を

廃
止
し
、国
保
料（
税
）を
協
会
け
ん
ぽ
並
み
に
引
き
下

げ
て
い
き
ま
す

　

国
保
料（
税
）が
、協
会
け
ん
ぽ
な
ど
の
被
用
者
保
険
と
比
べ
て
、著
し
く
高
く
な
る

大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
は
、国
保
に
し
か
な
い
「
均
等
割
」「
平
等
割
（
世
帯

割
）」と
い
う
保
険
料
算
定
で
す
。

　

被
用
者
保
険
の
保
険
料
は
、収
入
に
保
険
料
率
を
か
け
て
計
算
す
る
だ
け
で
、家
族

の
人
数
が
保
険
料
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。と
こ
ろ
が
、国
保
料（
税
）は
、

所
得
に
保
険
料
率
を
か
け
る
「
所
得
割
」、固
定
資
産
税
の
額
に
応
じ
て
か
か
る
「
資

産
割
」の
ほ
か
に
、世
帯
員
の
数
に
応
じ
て
か
か
る
「
均
等
割
」、各
世
帯
に
定
額
で
か
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か
る
「
平
等
割
」を
合
算
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
。こ
の
う
ち
、「
資

産
割
」「
平
等
割
」は
、自
治
体
の
判
断
で
導
入
し
な
い
こ
と
も
可

能
で
す
が
、「
均
等
割
」は
、法
律
で
必
ず
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
23
区
の
国
保
料
の
「
均
等
割
」は
、39
歳
以
下
の
人
で
１

人
＝
５
・
１
万
円
で
す
。家
族
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
、「
５
・
１
万

円
」「
１
０
・
２
万
円
」、「
１
５
・
３
万
円
」…
と
、国
保
料
の
負
担
額

が
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。低
所
得
者
に
は
一
定
の
減
額
が
あ
る
も

の
の
、子
ど
も
の
数
が
多
い
ほ
ど
国
保
料
（
税
）は
引
き
上
が
る

「
均
等
割
」に
は
、「
ま
る
で
人
頭
税
」「
子
育
て
支
援
に
逆
行
し
て

い
る
」と
い
う
批
判
の
声
が
あ
が
り
、全
国
知
事
会
な
ど
の
地
方

団
体
か
ら
も
「
均
等
割
」見
直
し
の
要
求
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
“
人
間
の
頭
数
”に
応
じ
て
課
税
す
る
人
頭
税
は
、古
代
に
作
ら

れ
た
税
制
で
、人
類
史
上
で
も
っ
と
も
原
始
的
で
過
酷
な
税
と
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
れ
が
21
世
紀
の
公
的
医
療
制
度
に
残
っ
て
い
る

の
で
す
。こ
の
時
代
錯
誤
の
仕
組
み
こ
そ
、国
保
料
（
税
）を
低
所

得
者
や
家
族
が
多
い
世
帯
に
重
い
負
担
に
し
て
い
る
最
大
の
要

因
で
す
。こ
れ
を
廃
止
し
、“
逆
進
的
な
負
担
”を
な
く
し
て
所
得

に
応
じ
た
保
険
料（
税
）に
し
て
い
き
ま
す
。

　

全
国
で
「
均
等
割
」「
平
等
割
」と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
保
険

料（
税
）額
は
、お
よ
そ
１
兆
円
で
す
。公
費
を
１
兆
円
投
入
す
れ

ば
、「
均
等
割
」「
平
等
割
」を
な
く
す
こ
と
が
で
き
、多
く
の
自
治

体
で
は
、協
会
け
ん
ぽ
並
み
の
保
険
料（
税
）に
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。そ
の
う
え
で
、「
所
得
割
」の
保
険
料
率
の
引
き
下
げ
や
、低

所
得
世
帯
に
重
い
「
資
産
割
」が
か
か
る
問
題
の
改
善
な
ど
、各

自
治
体
の
負
担
軽
減
の
取
り
組
み
も
す
す
め
、所
得
に
応
じ
た
国

保
料（
税
）へ
の
改
革
を
進
め
ま
す
。

試算例。給与年収の場合は、同収入の協会けんぽ保険料を掲載。

〇給与年収400万円・4人家族（30 歳代の夫婦＋子2人）

　東京都特別区：42万6,200 円→〔廃止後〕22万2,200 円　〔協会〕19万8,000 円

　大阪市　　　：41万9,500 円→〔廃止後〕26 万0,400 円　〔協会〕20万3,400 円

　京都市　　　：39万7,400 円→〔廃止後〕24万2,000 円　〔協会〕20万0,400 円

　札幌市　　　：41万3,500 円→〔廃止後〕28万0,700 円　〔協会〕20万5,000 円

〇給与年収240万円・単身者（20 歳代）

　東京特別区　：16 万2,600 円→〔廃止後〕11万1,600 円　〔協会〕11万8,800 円

　大阪市　　　：20万2,200 円→〔廃止後〕13万0,800 円　〔協会〕12万2,000 円

　京都市　　　：17 万7,200 円→〔廃止後〕12万1,500 円　〔協会〕12万0,200 円

　札幌市　　　：20万5,600 円→〔廃止後〕14万0,900 円　〔協会〕12万3,000 円

〇年金収入280万円（夫：230万円、妻：50万円）・高齢者夫婦世帯

　東京都特別区　：15 万5,000 円　→〔廃止後〕7万3,400 円

　大阪市　　　　：16 万6,600 円　→〔廃止後〕8万6,000 円

　京都市　　　　：15 万1,100 円　→〔廃止後〕8万0,000 円

　札幌市　　　　：16 万2,600 円　→〔廃止後〕9万2,700 円

〇所得300万円・自営業・3人世帯（30 歳代の夫婦＋子1人）

　東京都特別区　：40万7,700 円　→〔廃止後〕25 万4,700 円

　大阪市　　　　：42万8,300 円　→〔廃止後〕29万8,500 円

　京都市　　　　：39万9,500 円　→〔廃止後〕27 万7,400 円

　札幌市　　　　：43万1,800 円　→〔廃止後〕32万1,700 円

均等割・平等割（世帯割）をなくせば、保険料（税）は
大幅に引き下がり、協会けんぽ並みになります。
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２
、国
に
よ
る
保
険
料
の
免
除
制
度
を
つ
く
る

―
―
困
っ
た
と
き
に
、困
っ
た
人
を
助
け
る

国
保
制
度
に

３
、無
慈
悲
な
保
険
証
取
り
上
げ
や
強
権
的
な

差
し
押
さ
え
を
や
め
る

　

現
行
の
国
保
制
度
に
は
、災
害
な
ど
で
所
得
が
激
減
し
た
人
の
保
険
料
を
“
一
時

的
・
臨
時
的
”に
免
除
す
る
仕
組
み
は
あ
り
ま
す
が
、常
設
の
免
除
制
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。“
一
時
的
に
困
っ
た
人
は
助
け
る
け
れ
ど
、ず
っ
と
困
っ
て
い
る
人
は
助
け
な
い
”

と
い
う
矛
盾
し
た
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
制
度
の
も
と
、所
得
が
生
活
保
護
基
準
を
下
回
る
人
に
重
い
保
険
料
が

課
さ
れ
た
り
、所
得
が
保
護
基
準
を
ギ
リ
ギ
リ
上
回
る
「
境
界
層
」が
、国
保
料（
税
）

を
払
う
こ
と
で
所
得
が
保
護
基
準
以
下
と
な
る
ケ
ー
ス
が
全
国
で
発
生
し
て
い
ま

す
。地
震
・
津
波
・
集
中
豪
雨
な
ど
の
災
害
の
被
害
者
も
、国
保
料（
税
）の
免
除
が
、「
い

つ
打
ち
切
ら
れ
る
か
、わ
か
ら
な
い
」状
況
が
、大
き
な
不
安
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、所
得
が
一
定
基
準
を
下
回
り
、医
療
保
険
料
の
負
担
が

困
難
と
み
な
さ
れ
る
人
は
、保
険
料
を
免
除
し
、国
庫
で
そ
の
財
政
を
補
う
制
度
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。貧
困
と
格
差
が
広
が
る
日
本
で
こ
そ
、生
活
に
困
窮
す
る
人
の
国

保
料（
税
）を
免
除
す
る
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

―
―
生
活
困
窮
者
の
国
保
料
（
税
）を
免
除
し
、そ
の
費
用
は
国
庫
で
補
う
国
の

制
度
を
つ
く
り
ま
す
。

　

滞
納
者
か
ら
の
保
険
証
取
り
上
げ
は
、国
民
的
な
批
判
が
高
ま
り
、減
少
し
て
い
ま

す
が
、正
規
の
保
険
証
が
発
行
さ
れ
な
い
世
帯
は
引
き
続
き
１
０
０
万
を
超
え
、受
診

抑
制
に
よ
る
重
症
化
・
死
亡
事
件
が
全
国
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

国
保
料（
税
）滞
納
者
に
対
す
る
差
し
押
さ
え
は
、２
０
０
５
年
、国
が
「
収
納
対
策

緊
急
プ
ラ
ン
」な
ど
で
取
り
立
て
強
化
を
指
示
し
て
以
降
、激
増
し
、10
年
間
で
３
倍
、

33
万
件
を
超
え
ま
し
た
。生
活
が
苦
し
く
て
国
保
料（
税
）を
滞
納
し
た
人
が
、銀
行
に

振
り
込
ま
れ
た
給
与
や
年
金
の
全
額
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
、さ
ら
な
る
窮
迫
に
追
い

込
ま
れ
る
事
例
が
各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

失
業
や
病
気
、事
業
の
不
振
な
ど
で
国
保
料（
税
）が
払
え
な
く
な
っ
た
加
入
者
に
追

い
打
ち
を
か
け
、命
と
健
康
を
脅
か
し
、住
民
を
さ
ら
な
る
貧
困
に
叩
き
落
す
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

―
―
保
険
証
取
り
上
げ
の
制
裁
措
置
を
規
定
し
た
国
保
法
第
９
条
を
改
正
し
、保

険
証
の
取
り
上
げ
を
な
く
し
ま
す
。

―
―
強
権
的
な
取
り
立
て
を
奨
励
す
る
国
の
行
政
指
導
を
や
め
さ
せ
ま
す
。

―
―
滞
納
者
の
生
活
実
態
を
よ
く
聞
い
て
親
身
に
対
応
す
る
相
談
・収
納
活
動
に

転
換
し
ま
す
。
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４
、安
倍
政
権
に
よ
る
「
国
保
都
道
府
県
化
」を

利
用
し
た
さ
ら
な
る
保
険
料
値
上
げ
を
許

さ
な
い

高
す
ぎ
る
国
保
料（
税
）を
引
き
下
げ
る
た
め

に
、自
治
体
や
医
療
機
関
を
は
じ
め
と
す
る

み
な
さ
ん
の
知
恵
と
力
を

　

安
倍
政
権
は
今
年
４
月
か
ら
、こ
れ
ま
で
市
町
村
ご
と
に
分
か
れ
て
い
た
国
保
の

財
政
を
都
道
府
県
に
集
約
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
国
保
の
都
道
府
県
化
」

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。こ
の
最
大
の
狙
い
は
、市
町
村
が
一
般
会
計
か
ら
国
保
会

計
に
繰
り
入
れ
て
行
っ
て
い
る
、自
治
体
独
自
の
国
保
料（
税
）軽
減
を
や
め
さ
せ
、そ

の
分
を
保
険
料
に
転
嫁
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。差
し
押
さ
え
な
ど
の
収
納
対
策

の
強
化
、病
院
統
廃
合
や
病
床
削
減
に
よ
る
医
療
費
削
減
な
ど
も
推
進
す
る
と
し
て

い
ま
す
。都
道
府
県
と
市
町
村
の
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
政
府
が“
採
点
”し
、“
成
績

の
良
い
自
治
体
”に
予
算
を
重
点
配
分
す
る
仕
組
み（
保
険
者
努
力
支
援
制
度
）も
導

入
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
政
府
の
や
り
方
を
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
推
進
す
る
の
か
、住
民
を
ま
も

る
防
波
堤
と
な
る
の
か
、自
治
体
の
役
割
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。改
悪
法
は
施
行
さ
れ

ま
し
た
が
、厚
生
労
働
省
は
、「
都
道
府
県
化
」実
施
後
も
、「
一
般
会
計
の
繰
入
は
自
治

体
の
判
断
で
で
き
る
」「
生
活
困
窮
者
へ
の
自
治
体
独
自
の
軽
減
は
問
題
な
い
」と
答

弁
し
て
い
ま
す
。地
方
自
治
の
原
則
を
完
全
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

今
年
度
に
は
、宮
崎
市
、韮
崎
市
な
ど
少
な
く
な
い
市
町
村
が
国
保
料（
税
）引
き
下
げ

を
実
施
し
、仙
台
市
、清
瀬
市
、旭
川
市
な
ど
が
子
ど
も
の
均
等
割
の
独
自
軽
減
に
足

を
踏
み
出
し
ま
し
た
。国
保
の
運
営
主
体
で
あ
る
市
町
村
と
都
道
府
県
が
、住
民
の
立

場
で
国
保
料（
税
）の
値
下
げ
・
抑
制
の
努
力
を
続
け
る
か
ど
う
か
も
問
わ
れ
て
い
ま

す
。―

―
「
国
保
の
都
道
府
県
化
」に
よ
る
国
保
料
（
税
）引
き
上
げ
に
断
固
反
対
し
、

改
悪
を
中
止
・撤
回
さ
せ
ま
す
。

―
―
住
民
の
生
活
破
壊
を
く
い
と
め
、国
保
危
機
の
加
速
を
と
め
る
た
め
、自
治

体
独
自
の
負
担
軽
減
の
取
り
組
み
を
維
持
・
拡
充
す
る
た
め
に
力
を
尽
く
し
ま

す
。

　

医
療
保
険
制
度
に
は
、国
保
料（
税
）問
題
以
外
に
も
、改
善
す
べ
き
様
々
な
課
題

が
あ
り
ま
す
。窓
口
負
担
の
引
き
下
げ
、国
に
よ
る
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
制
度
の
創

設
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
元
の
老
人
保
健
制
度
に
戻
し
て
“
差
別
医
療
制
度
”を

な
く
す
、協
会
け
ん
ぽ
へ
の
国
の
支
援
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、被
用
者
保
険
の
拠
出

金
負
担
を
軽
減
す
る
な
ど
、病
気
と
貧
困
か
ら
命
と
健
康
、暮
ら
し
を
守
る
医
療
保
険

制
度
へ
と
改
革
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、日
本
共
産
党
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
、高
す
ぎ
る
国
保
料（
税
）の
問
題
の
解
決
は
、住
民
の
健
康
と
暮
ら
し
を
守

る
う
え
で
も
、国
民
皆
保
険
制
度
の
最
重
要
な
柱
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
制
度
の
持

続
性
を
確
保
す
る
う
え
で
も
、社
会
の
公
平
・
公
正
と
い
う
面
か
ら
も
、避
け
て
通
れ

な
い
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。立
場
の
違
い
や
社
会
保
障
政
策
の
違
い
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、こ
の
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、知
恵
を
出
し
合
い
、力
を
あ
わ
せ
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
し
、必
要
だ
と
考
え
ま
す
。日
本
共
産
党
は
、そ
の
た
め
に
力
を
つ
く
す

決
意
で
す
。
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資料1 都道府県別国保料（税）滞納世帯数等 

 北海道

 青森県

 岩手県

 宮城県

 秋田県

 山形県

 福島県

 茨城県

 栃木県

 群馬県

 埼玉県

 千葉県

 東京都

 神奈川県

 新潟県

 富山県

 石川県

 福井県

 山梨県

 長野県

 岐阜県

 静岡県

 愛知県

 三重県

 滋賀県

 京都府

 大阪府

 兵庫県

 奈良県

 和歌山県

 鳥取県

 島根県

 岡山県

 広島県

 山口県

 徳島県

 香川県

 愛媛県

 高知県

 福岡県

 佐賀県

 長崎県

 熊本県

 大分県

 宮崎県

 鹿児島県

 沖縄県

 合計

 792,041 96,598 12.2 32,302 4.1 10,760 1.4

 214,331 37,455 17.5 10,657 5.0 2,213 1.0

 181,565 23,890 13.2 5,482 3.0 186 0.1

 314,598 45,071 14.3 9,609 3.1 914 0.3

 146,766 16,502 11.2 6,148 4.2 1,950 1.3

 155,457 15,618 10.0 5,593 3.6 566 0.4

 291,541 52,421 18.0 10,372 3.6 3,577 1.2

 455,410 82,606 18.1 35,545 7.8 3,802 0.8

 300,014 46,882 15.6 13,052 4.4 8,191 2.7

 301,753 42,488 14.1 13,621 4.5 4,492 1.5

 1,110,591 194,367 17.5 27,884 2.5 1,349 0.1

 962,728 152,855 15.9 62,184 6.5 11,205 1.2

 2,246,742 503,998 22.4 60,036 2.7 21,461 1.0

 1,287,248 224,624 17.4 53,460 4.2 7,349 0.6

 310,234 35,537 11.5 8,573 2.8 1,957 0.6

 136,865 14,036 10.3 3,908 2.9 1,552 1.1

 154,340 21,560 14.0 6,675 4.3 1,199 0.8

 98,870 9,687 9.8 4,233 4.3 1,267 1.3

 128,750 14,107 11.0 7,659 5.9 1,493 1.2

 301,774 33,094 11.0 6,717 2.2 386 0.1

 296,979 37,880 12.8 10,829 3.6 1,856 0.6

 549,644 65,437 11.9 25,284 4.6 4,625 0.8

 1,015,457 129,370 12.7 35,938 3.5 4,848 0.5

 253,388 45,619 18.0 7,026 2.8 4,680 1.8

 180,109 24,898 13.8 9,108 5.1 718 0.4

 379,790 38,388 10.1 16,517 4.3 4,235 1.1

 1,370,308 222,291 16.2 71,344 5.2 21,936 1.6

 790,648 105,674 13.4 24,498 3.1 6,429 0.8

 200,118 19,550 9.8 11,191 5.6 316 0.2

 167,341 20,135 12.0 7,530 4.5 2,213 1.3

 79,262 9,379 11.8 4,062 5.1 713 0.9

 90,580 6,975 7.7 2,068 2.3 513 0.6

 265,000 44,436 16.8 8,285 3.1 2,205 0.8

 385,521 58,444 15.2 26,006 6.7 1,861 0.5

 205,826 24,426 11.9 7,642 3.7 3,205 1.6

 104,648 12,449 11.9 6,288 6.0 918 0.9

 136,709 19,435 14.2 8,071 5.9 2,003 1.5

 212,172 23,774 11.2 7,781 3.7 2,906 1.4

 117,339 10,652 9.1 6,869 5.9 2,010 1.7

 759,934 101,513 13.4 49,475 6.5 18,591 2.4

 111,101 9,509 8.6 6,070 5.5 647 0.6

 216,176 24,914 11.5 10,537 4.9 1,058 0.5

 267,549 53,716 20.1 21,326 8.0 1,278 0.5

 171,191 24,706 14.4 9,137 5.3 2,783 1.6

 177,311 26,989 15.2 11,575 6.5 1,277 0.7

 257,130 30,698 11.9 18,311 7.1 2,867 1.1

 245,137 38,279 15.6 17,279 7.0 564 0.2

 18,897,986 2,892,932 15.3 823,757 4.4 183,124 1.0

注） 数値はいずれも速報値

D/A（%）D（世帯）C/A（%）C（世帯）B/A（%）B（世帯）A（世帯）

割合割合割合 交付世帯 交付世帯

資格証明書短期被保険者証
滞納世帯数全世帯数

出所：厚生労働省保険局国民健康保険課調べ

（2017年6月1日現在）
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資料3 市町村国保の保険料、
加入世帯の平均所得
（年次推移）

 43,357 186.8

 62,092 240.5

 65,284 276.5

 70,620 230.8

 79,123 197.5

 80,352 168.7

 88,578 145.1

 92,124 139.6

 94,140 138.8

1985

1990

1991

1995

2000

2005

2010

2015

2016

年度
加入世帯の

平均所得（万円）
被保険者1人当たり

保険料（円）

注）2000年度以後の保険料には「介護分」が含まれる

出典：厚労省保険局『国民健康保険事業年報』各年度版、同
『国民健康保険実態調査報告』各年度版

0 20 40 60 80 100

資料2 国保世帯主の職業別
世帯構成割合の変化

4.84.844.144.134.134.114.514.5

4.84.843.943.934.034.015.015.02.32.3

2.5

3.1

4.4

4.34.340.840.836.336.315.515.5

2.92.953.853.824.024.014.914.9

2.62.642.542.523.823.823.023.08.18.1

4.04.023.723.728.728.730.130.113.513.5

4.94.98.48.431.431.432.032.023.323.3

6.46.46.66.619.519.525.425.442.142.1

注）2005年度と2010年度の間で「無職」が減っているのは、2008年
に後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上の世帯主が国保
を脱退したため

出典：厚労省保険局『国民健康保険実態調査報告』各年度版

（％）

無職

その他

被用者自営業農林水産業

2015年度

2016年度

2010年度

2005年度

1995年度

1985年度

1975年度

1965年度

2.52.5

3.13.1

4.44.4

資料4

資料5

差し押さえの件数・金額の推移

2006

2009

2012

2015

2016

 9万5,228 390

 18万2,538 644

 24万3,540 896

 29万8,374 968

 33万6,436 993

年度
差押え金額

（億円）
差押え件数

（件）

出典：厚労省保険局「国民健康保険（市町村）
の財政状況について」各年度版

札幌市
東京 23 区
新潟市
静岡市
京都市
大阪市
広島市
松山市
福岡市

20.6 
16.3 
18.1 
15.1 
17.7 
20.2 
18.6 
21.0 
18.5

6.5 
5.1 
5.6 
6.0 
5.6 
7.1 
6.8 
6.0 
5.9

12.3 
11.9 
11.6 
11.7 
12.0 
12.2 
12.0 
12.1 
12.3

41.4 
42.6 
38.0 
34.1 
39.7 
42.0 
40.1 
45.3 
39.8

13.3 
20.4 
13.1 
16.1 
15.5 
15.9 
16.7 
15.5 
14.7

20.5 
19.8 
19.3 
19.5 
20.0 
20.3 
20.0 
20.2 
20.5

市町村

単身世帯(年収240万円）の場合 ４人世帯(年収400万円）の場合

国保料（税） 国保料（税）
うち均等割
・平等割

うち均等割
・平等割

協会けんぽ
保険料

協会けんぽ
保険料

国民健康保険料（税）と
協会けんぽ保険料の比較

年間の保険料（税）負担額、単位：万円、４０歳未満のサラリーマン(４人世帯は片働き子２人）を想定して計算

（単位：万円）


