
郵便事業株式会社・日本郵便株式会社の業績の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

営業収益 1兆8,652億円 1兆8,130億円 1兆7,798億円 1兆7,648億円

営業利益 448億円 427億円 ▲1,034億円 ▲223億円

経常利益 589億円 569億円 ▲890億円 ▲100億円

当期純利益 298億円 ▲474億円 ▲354億円 ▲45億円

平成24年度（※） 平成25年度（見通し）

郵便事業
セグメント

郵便局事業
セグメント

郵便事業
セグメント

郵便局事業
セグメント

営業収益 2兆7,540億円 1兆7,544億円 1兆1,879億円 2兆7,290億円 1兆7,271億円 1兆1,877億円

営業利益 713億円 374億円 272億円 220億円 50億円 173億円

経常利益 801億円 478億円 322億円 270億円 77億円 194億円

当期純利益 600億円 311億円 289億円 110億円 35億円 80億円

○郵便事業株式会社

○日本郵便株式会社

※平成24年度の数値は、統合前の郵便事業株式会社の期間（平成24年4月～9月）を合算したもの

（参考）
・郵便事業セグメント・・・郵便事業、印紙の売りさばき、お年玉付郵便葉書等の発行、物流業、その他

・郵便局事業セグメント・・・郵便・物流事業に係る窓口業務、銀行窓口業務等、保険窓口業務等、カタログ等を利用した商品の販売等及び販売
等に係る契約の取次ぎ等、不動産事業、その他
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主な郵便料金
種類 現行料金 ×108/105

第一種郵便物 定形郵便物 ～25g 80円 82.29円

～50g 90円 92.57円

定形外郵便物 ～50g 120円 123.43円

～100g 140円 144.00円

～150g 200円 205.71円

～250g 240円 246.86円

～500g 390円 401.14円

～1kg 580円 596.57円

～2kg 850円 874.29円

～4kg 1,150円 1,182.86円

レターパックライト 350円 360.00円

郵便書簡 60円 61.71円

第二種郵便物 通常葉書 50円 51.43円

往復葉書 100円 102.86円

第三種郵便物 下記以外 ～50g 60円 61.71円

50gを超えるもの 50gごとに 8円増 8.23円増

毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容と
し、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの

～50g 40円 41.14円

50gを超えるもの 50gごとに 6円増 6.17円増

心身障害者団体の
発行する定期刊行物
を内容とし、発行人
から差し出されるも
の

毎月3回以上発行する新聞
紙

～50g 8円 8.23円

50gを超えるもの 50gごとに 3円増 3.09円増

その他のもの ～50g 15円 15.43円

50gを超えるもの 50gごとに 5円増 5.14円増
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主な郵便料金
種類 現行料金 ×108/105

第四種郵便物 通信教育用郵便物 ～100g 15円 15.43円

100gを超えるもの 100gごとに 10円増 10.29円増

点字郵便物、特定録音物等郵便物 ～3kg 無料 無料

植物種子等郵便物 ～50g 70円 72.00円

～75g 110円 113.14円

～100g 130円 133.71円

～150g 170円 174.86円

～200g 200円 205.71円

～300g 230円 236.57円

～400g 270円 277.71円

400gを超えるもの 100gごとに 50円増 51.43円増

学術刊行物郵便物 ～100g 35円 36.00円

100gを超えるもの 100gごとに 25円増 25.71円増

特殊取扱 速達 ～250g 270円 277.71円

～1kg 370円 380.57円

～4kg 630円 648.00円

書留 現金書留 損害要償額1万円まで 420円 432.00円

一般書留 損害要償額10万円まで 420円 432.00円

簡易書留（損害要償額5万円） 300円 308.57円

引受時刻証明 300円 308.57円

配達証明 差出時 300円 308.57円

差出後に依頼する場合 420円 432.00円
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現在発行されている切手

1円 3円 5円 10円 20円 30円 50円 50円
（慶事用）

50円
（弔事用）

70円 80円 80円
（慶事用）

90円 90円
（慶事用）

100円 110円 120円 130円

140円 160円 200円 270円 300円 350円 420円 500円 1000円

⇒郵便料金の改定に伴い、現在発行されている切手と貼り合わせて使用するための差額用切手
や改定後の料金の額に対応する切手の新規発行が必要
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法
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昭
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二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事

業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
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正
す
る
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二
十
三
条
中
「
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第
二
十
三
条
中
「
八
十
円
」
を
「
八
十
二
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
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平
成
二
十
四
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法
律
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八
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の
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六
年
四
月
一
日
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「
施
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」
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い
う
。
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か
ら
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す
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た
だ
し
、
次
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び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
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第
二
条

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
施
行
規
則
第
二
十
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条
の
規
定
の
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に
よ
り
、
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
一
項
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規
定
す
る
郵
便
に
関
す
る
料
金
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実
施
期
日
が
施
行
日
以
後
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
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一
般
信
書
便
事
業
者
は
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施
行
日
前
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お
い
て
も
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第
二
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規
定
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よ
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改
正
後
の
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間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の

送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
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、
民
間
事
業
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信
書
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送
達
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関
す
る
法
律
第
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
（
実
施
予
定
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
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め
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
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一
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を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
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定
形
郵
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物
の
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第
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三
条

法
第
六
十
七
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三
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の
総
務
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令
で
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め
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額
は
、
八

第
二
十
三
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第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八

十
二
円
と
す
る
。

十
円
と
す
る
。

○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現
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（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
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（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
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下
の
信
書
便
物
の

料
金
上
限
の
額
）

料
金
上
限
の
額
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
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第
二
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第
二
号
の
総
務
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令
で
定
め
る
額
は
、
八
十

第
二
十
三
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第
十
六
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第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十

二
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。
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「郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の

一部を改正する省令案」の意見募集おいて提出された意見及びそれらに対する

考え方 

 

意見提出期間：平成 25年 10月５日（土）から 11月５日（火）まで 

提出された意見の件数：９件 

 

番号 提出された意見 意見に対する考え方 

1 結論：改正案に賛成。消費税率の引上げという日本

郵便側に全く責任の無い理由による値上げであり、

郵便網の安定運用の重要性を考えれば、本件値上げ

は妥当だと思います。 

《個人》 

本改正案に賛成の御意見として承り

ます。 

2 郵便料金に関しては国民生活の中での重要性かつ

ユニバーサルサービスを維持するために必要最小

限の料金と定めている事から、今回の 82 円への改

定は妥当と思いますが、今後消費税が 10％に上が

る事や日本郵便株式会社での利益幅減少、加えて郵

便物数の恒常的減少などを鑑みると、90～100円程

度までの改定でも良いのではないでしょうか？ 

法的な改定の為、日本郵便株式会社の経営に関する

事まで踏み込んだ事は出来ませんが、80 円になっ

て 20年近く経っており、デフレであったとはいえ、

最小限の利潤を生みだせるレベルの値段設定とは

思えません。 

《個人》 

本改正案に賛成の御意見として承り

ます。 

なお、今回の上限料金の改正は、郵便

料金に消費税率引上げ分を適正かつ円

滑に転嫁できるようにするためのもの

ですので、将来的な郵便物数の減少等を

鑑みた上限料金の改正に係る御意見に

ついては、今後の参考として承ります。 

3 反対します。 

《個人》 

反対の理由が明らかではありません

が、本改正案は、消費税法等の改正によ

り、消費税率が５％から８％に引き上げ

られることに伴い、消費税の課税対象で

ある郵便料金にも消費税率引上げ分を

適正かつ円滑に転嫁できるようにする

ために必要な措置を講ずるものです。 

 

 

4 反対です。 

《個人》 
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番号 提出された意見 意見に対する考え方 

5 広告郵便物の割引縮小などで確保するべきであり、

前回も不便だった 1 円単位の端数はやめてくださ

い。 

《個人》 

消費税については、政府全体の方針と

して、円滑かつ適正な転嫁を基本として

対処することとされています。今回の上

限料金の改正は、そのために必要な措置

を講ずるものです。 

具体的な郵便料金については、今後、

本改正案による改正後の上限料金の範

囲内で、日本郵便株式会社が定め、総務

大臣に届出又は認可申請を行うことと

なりますので、御意見は参考として承り

ます。 

6 一個人的意見として二案記させて頂きます。 

１、 

消費税転嫁の見送り。 

２、 

２円なんて中途半端な額でなく消費税転嫁＋実質

上値上げとして通常郵便５０ｇまで１００円とし、

以降一律化とし５００ｇ以上は「ゆうパック」扱と

しては？ 

通常郵便物は重量別による料金にする必要はない

のでは？ 

現行の大口利用者の割引率増大。 

郵便ハガキについては通常郵便物での収益力に望

みを託し５０円に据え置き。 

《個人》 

7 今回の郵便料金の改正で思い出すのは、使い残りの

62 円切手がまだ残っていて、それを使うために 5

円切手と 1 円切手を限られた面積にべたべたと貼

り、せっかく書いた宛名が台無しになってみっとも

なくて、がっかりしたことです。葉書も同様で、し

かも深夜や旅先で手紙を書くことが多く、手持ちの

切手の図柄の綺麗なものを選んでも、追加分の端数

の切手を貼るのに、1円切手が足りず、すぐに出せ

ないこともしばしば。消費税が段階的に上がること

前提で、上がった時ふたたびこのような事が起こる

と考えると、何とかならないかと思います。出すと

きにその時価の分だけ購入するのが一番だが、気に

入った図柄や季節などに合わせた図柄を選ぶのも

切手の楽しみなので、端数のついた記念切手も購入

せざるをえない。しがない切手好きのボヤキではあ

るが、使用者の一意見として知って頂きたい。 

《個人》 
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番号 提出された意見 意見に対する考え方 

8 郵便料金値上げの新聞記事を読みました。私は、消

費税法第６条及び同法別表第１第４号により、郵便

料金には消費税が課税されていないものと理解し

ていました。もし、この理解に間違いがないとすれ

ば、消費税率の引き上げを理由とする郵便料金の値

上げは、不可解なのですが、如何でしょうか。 

《個人》 

郵便に対する消費税は、郵便の役務の

提供の段階で課税されるため、郵便を利

用される際に税込の料金分の郵便切手

を貼付して差し出していただくことに

なります。 

消費税法第６条及び別表第１第４号

の規定は、郵便料金の納付に使用する郵

便切手類の購入そのものに対してまで

課税することとなると、二重課税となる

ため、郵便切手類の譲渡には消費税を課

さない旨を定めたものです。 

9 以前の勤め先では郵送物は日本郵便さんを使って

いました。 

利点 

毎日、回収に来てくれる 

たしか、一通 70 円だったと思います。 

ダメな点 

速達は無く、次の日には必ず着くとのことでしたが

実際、名古屋の本社への書類は一日では届いていな

いようです。（届かないのがダメとかではなく、そ

れならそうであるときちんと認識の上、説明するべ

きだと思います） 

結論、はんこ押すだけのお偉いさんの意見より実際

に配達されている方々の意見を聞くのが一番良い

と思われます。地方では郵便局は大切な存在である

のは間違いないのですから。 

しかし、中途半端は良くないと思うので、郵便事業

一本に絞ってはいかがでしょうか。 

新生銀行あたりに譲渡して・・・・ 

ヤマトさんや佐川さんとこの銀行へお金預けます

か？ 

《個人》 

本改正案に対する直接の御意見でな

いため、参考意見として承ります。 
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　　　　　　　　　            （平成25年10月4日現在　敬称略・五十音順）

氏　　　名 主　　要　　現　　職

分科会長　　　樋　口　清　秀 　早稲田大学国際学術院　教授

分科会長代理　清　野　幾久子 　明治大学法科大学院　教授

委　員　　　　篠　崎　悦　子 　ホームエコノミスト

  〃　　　　　島　村　博　之 　全日本印刷工業組合連合会　会長

  〃　　　　　菅　　美 千 世 　（公社）全国消費生活相談員協会　参与

  〃　　　　　多賀谷　一　照 　獨協大学法学部　教授

  〃　　　　　永　峰　好　美 　読売新聞東京本社　編集委員

  〃　　　　　南　雲　弘　行 　日本労働組合総連合会　前事務局長

  〃　　　　　二　村　真理子 　東京女子大学現代教養学部　准教授

情報通信行政・郵政行政審議会　郵政行政分科会委員名簿
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