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ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

法
改
正
で
受
け
取
り
の
自
由
度
が

高
ま
る
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

 
　

ｉイ

デ

コ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
こ
と
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度

は
、
任
意
で
加
入
し
自
分
の
老
後
に
備
え
る
公
的

な
制
度
で
す
。
最
大
の
特
長
は
積
み
立
て
た
掛
金

は
全
額
所
得
控
除
つ
ま
り
非
課
税
扱
い
と
な
り
、

そ
の
分
、
所
得
税
や
住
民
税
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
で
す
。
現
在
の
収
入
の
う
ち
一
部
を
自
分

の
老
後
の
た
め
の
積
立
に
回
せ
ば
、
目
の
前
の
税

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
明
ら
か
に

お
得
で
す
。

　

金
融
商
品
の
運
用
収
益
に
は
通
常
20
・
３
１
５

％
の
課
税
が
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

で
は
免
除
さ
れ
ま
す
。
運
用
に
よ
り
４
・
０
％
の

収
益
を
得
た
と
き
、
課
税
さ
れ
て
３
・
２
％
し
か

残
ら
な
い
か
４
・
０
％
す
べ
て
残
る
か
は
大
き
な

違
い
で
す
。

　

老
後
の
受
取
時
に
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
際
、「
一
時
金
」
で
受
け
取
る
場
合

は
退
職
金
に
準
じ
て
「
退
職
所
得
控
除
」
の
対
象

と
な
り
、
「
年
金
受
け
取
り
」
の
場
合
は
公
的
年

金
と
合
算
し
て
「
公
的
年
金
等
控
除
」
の
対
象
と

法改正によりiDeCoの受取方法の選択肢が広がる。積立の期間を最大で65
歳まで延長できるようになり、受取時期も60～ 75歳の間で選択できるよう
になった。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
関
わ
る
法
改
正
と

受
取
時
の
注
意
点

な
り
ま
す
。
こ
れ
を
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
全
額
が

非
課
税
と
な
り
得
ま
す
し
、
課
税
対
象
と
な
っ
た

場
合
で
も
低
い
税
負
担
で
す
み
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
口
座
は
２
０
２
１
年
に

２
０
０
万
口
座
を
突
破
し
、
年
間
50
万
口
座

の
ペ
ー
ス
で
拡
大
が
続
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

２
０
２
２
年
い
く
つ
か
の
法
改
正
が
施
行
さ
れ
、

受
取
方
法
の
選
択
肢
が
多
様
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

●  

積
立
の
期
間
を
最
大
で
65
歳
ま
で
延
長
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
…
…
年
金
保
険
料
を
納
め
る
働

き
方
で
あ
れ
ば
、
60
歳
以
降
も
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
へ

の
積
立
が
継
続
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●  
受
取
時
期
を
60
～
75
歳
の
間
で
選
択
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
…
…
60
～
70
歳
ま
で
の
間
で
受

け
取
る
仕
組
み
だ
っ
た
も
の
が
75
歳
ま
で
拡
充

さ
れ
、
受
取
時
期
を
選
ぶ
自
由
度
が
高
ま
り
ま

し
た
。

　

今
回
は
、
こ
う
し
た
法
改
正
も
踏
ま
え
つ
つ
、

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
上
手
な
受
取
方
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
受
取
時
の
税
金
に
も
留
意

し
つ
つ
、
退
職
金
や
公
的
年
金
等
の
給
付
と
組
み

合
わ
せ
て
受
け
取
る
ケ
ー
ス
も
考
え
て
み
ま
す
。

受
取
時
期
、
受
取
年
数
、

受
取
回
数
を
選
択
で
き
る

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
と
か
く
、
積
立
時
点
で
の
税
制

メ
リ
ッ
ト
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
受

取
方
の
多
様
性
も
ま
た
特
長
の
一
つ
で
す
。「
何
歳

か
ら
受
け
取
る
か
」
「
年
金
あ
る
い
は
一
時
金
で

受
け
取
る
か
」
を
自
由
に
選
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

一
人
一
人
の
高
齢
期
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
応
じ
た

選
択
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

１
）
何
歳
か
ら
受
け
取
る
か

　
「
何
歳
か
ら
受
け
取
る
か
」
と
い
う
選
択
肢
は

「
何
歳
ま
で
働
け
る
か
」
と
基
本
的
に
セ
ッ
ト
で

す
。
高
齢
期
の
雇
用
環
境
は
70
歳
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
も
働
け
る
よ
う
に
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
国
も
70
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
を
努
力
義
務

と
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
70
歳
ま
で
の
雇
用
確
保

が
完
全
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

公
的
年
金
制
度
は
65
歳
を
受
取
開
始
年
齢
の

標
準
と
し
つ
つ
、
60
～
75
歳
の
好
き
な
タ
イ
ミ
ン

グ
で
受
け
取
り
始
め
る
制
度
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を

取
っ
て
い
ま
す
（
繰
り
上
げ
・
繰
り
下
げ
の
年
齢

に
よ
っ
て
年
金
額
が
増
減
す
る
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

[ やまさき・しゅんすけ ]
企業年金研究所、FP 総研を経
て独立。商工会議所年金教育セ
ンター主任研究員、企業年金連
合会調査役 DC 担当などを歴任。
退職金・企業年金制度と投資教
育が専門。著書に『読んだら必ず

「日本版 FIRE 超入門』（2021年、
ディスカバー 21）等がある。
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働
き
方
や
リ
タ
イ
ア
年
齢
を
自
分
で
選
び
な
が

ら
、
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。「
公
的
年
金
の
受
取
開
始
が
65
歳
か
ら

だ
か
ら
、
65
歳
ま
で
働
く
」
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
ば

ら
れ
る
必
要
は
も
う
な
い
の
で
す
。

　

今
年
４
月
、
公
的
年
金
が
75
歳
ま
で
繰
り
下
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
も
こ
れ
に
合

わ
せ
「
60
～
70
歳
ま
で
」
の
受
取
開
始
時
期
か
ら

「
60
～
75
歳
ま
で
」
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
「
60
歳
ま
で
受
け
取
れ
な
い
」

と
い
う
点
が
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
強
調
さ
れ
が
ち

で
す
が
、
60
歳
で
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
65
歳
ま
で
継
続
雇
用
の

環
境
が
整
っ
て
き
た
今
、
「
60
歳
で
受
け
取
ら
な

く
て
も
い
い
」
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
も
っ
と
遅
く

リ
タ
イ
ア
年
齢
を
設
定
す
る
人
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を

受
け
取
る
年
齢
も
遅
く
し
て
い
い
わ
け
で
す
。

　

逆
に
「
60
歳
以
降
は
ゆ
る
く
働
く
の
で
、
働
き

な
が
ら
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
も
受
け
取
り
た
い
」
と
い
う

選
択
肢
も
あ
れ
ば
、「
65
歳
で
リ
タ
イ
ア
す
る
け

れ
ど
、
そ
の
後
２
年
間
は
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
取
り
崩
し

だ
け
で
暮
ら
し
、
67
歳
か
ら
は
２
年
間
の
繰
り
下

げ
に
よ
り
16
・
８
％
増
額
さ
れ
た
公
的
年
金
を
一

生
涯
受
け
取
る
」
と
い
っ
た
選
択
肢
も
あ
り
ま
す
。

２
）
「
年
金
」
で
受
け
取
る
か
？

　

   

「
一
時
金
」
で
受
け
取
る
か

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
そ
も
そ
も
年
金
制
度
で
す
が
、

一
人
一
人
の
老
齢
期
の
資
金
ニ
ー
ズ
が
多
様
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
、
受
け
取
り
の
選
択
肢
に
幅
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
「
年
金
で
受
け
取
る
か
」

「
一
時
金
で
受
け
取
る
か
」
を
選
択
で
き
ま
す
。

金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
「
年
金
」
と
「
一
時
金
」

の
組
み
合
わ
せ
も
可
能
で
す
。
そ
の
た
め
一
部
を

一
時
金
で
受
け
取
り
つ
つ
、
残
り
を
年
金
で
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
年
金
で
受
け
取
る
場
合
に
は
、
「
受
取

年
数
」
と
「
受
取
回
数
」
も
選
択
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
受
取
年
数
に
つ
い
て
は
法
律
に
よ
り
５

～
20
年
で
受
け
取
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
５
年
、
10
年
、
15
年
、
20
年
の
い
ず
れ
か
か
ら

選
ぶ
」
の
よ
う
に
選
択
肢
の
固
定
型
と
「
５
～
20

年
の
間
で
好
き
な
年
数
を
選
ぶ
」
の
よ
う
な
期
間

内
で
の
自
由
設
定
型
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
金
融

機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
の
よ
う
に
終
身
年
金
で
受
け
取
る
こ

と
も
可
能
で
す
。
こ
の
場
合
は
生
命
保
険
会
社
の

終
身
年
金
保
険
を
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
内
で
購
入
し
、
保

険
会
社
の
ル
ー
ル
に
も
と
づ
き
年
金
額
が
決
ま
り

ま
す
。
終
身
年
金
を
選
択
す
る
と
低
金
利
の
経
済

状
況
下
で
は
平
均
寿
命
よ
り
長
生
き
を
し
な
い
と

元
が
取
れ
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
金
融
機
関
に

確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
終
身
年
金
の

選
択
肢
が
な
い
金
融
機
関
も
あ
り
ま
す
。

　

年
金
で
の
受
け
取
り
に
は
も
う
一
つ
選
択
の
自

由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
受
取
回
数
を
選
べ
る
こ

と
で
す
。
「
年
１
回
、
２
回
、
３
回
、
４
回
、
６

回
、
12
回
」
の
よ
う
に
選
べ
ま
す
（
こ
ち
ら
も
各

金
融
機
関
に
よ
る
）
。
公
的
年
金
と
同
じ
感
覚
で

受
け
取
り
た
い
な
ら
、
年
６
回
を
選
び
ま
す
。
年

２
回
の
給
付
と
す
れ
ば
ボ
ー
ナ
ス
感
覚
で
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
を
老
後
の
ゆ
と
り
資
金
と
し
て
活
用
で
き
ま

す
。
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
場
合
、
振
込
手
数
料
が
自
己

負
担
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
あ
え
て
少
な
め

の
振
込
回
数
に
し
て
み
る
の
も
一
考
で
す
。

　

受
取
方
法
に
つ
い
て
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
取
り

扱
う
金
融
機
関
に
よ
っ
て
選
択
肢
が
限
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
を
し

て
お
く
と
い
い
で
し
ょ
う
。

受
け
取
り
は
年
金
か
一
時
金
か
を

決
め
る
要
素
「
税
制
」

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
受
取
方
を
考
え
る
際
、
基
本
的

に
は
「
何
歳
ま
で
働
け
る
の
か
」
を
軸
に
し
た

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
考
慮
し
、
年
金
か
一
時
金
か

を
選
択
す
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
見
逃
せ
な
い

要
素
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
税
金
」
で
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
つ
い
て
は
積
立
時
点
で
掛
金
に

課
税
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
運
用
収
益
も
非

課
税
で
す
。
税
の
原
則
と
し
て
一
度
は
課
税
の
網

を
通
る
必
要
が
あ
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
受
取
時
が

課
税
タ
イ
ミ
ン
グ
に
あ
た
り
ま
す
。
た
だ
し
、
老

後
の
生
活
を
営
む
重
要
な
資
産
で
あ
る
た
め
税
制

優
遇
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
受
取
時
の
課
税
ル
ー
ル
に
つ
い
て
原
則

を
確
認
し
ま
す
【
図
表
１
】
。

１
）
「
年
金
」
受
け
取
り
は
公
的
年
金
等
控
除

　

先
に
、
年
金
受
け
取
り
の
場
合
の
税
制
を
確
認
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し
ま
す
。
年
金
で
受
け
取
る
と
き
は
、
「
雑
所

得
」
扱
い
と
な
り
ま
す
。
「
雑
」
と
い
う
の
は
、

給
与
所
得
や
株
式
の
譲
渡
益
な
ど
と
異
な
る
「
そ

の
他
の
所
得
」
と
い
う
意
味
合
い
で
す
。
そ
し

て
、
同
じ
く
雑
所
得
の
公
的
年
金
と
合
わ
せ
て

「
公
的
年
金
等
控
除
」
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

公
的
年
金
等
控
除
に
よ
り
65
歳
以
降
は
年

１
１
０
万
円
ま
で
の
年
金
収
入
は
非
課
税
に
な
る

の
で
す
が
、
こ
の
金
額
だ
と
自
営
業
者
等
で
国
民

年
金
に
の
み
加
入
し
て
い
た
か
、
厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
た
期
間
が
短
く
ま
た
給
与
水
準
も
高
く

な
か
っ
た
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
公
的
年
金
だ
け
で
所
得
税
や

住
民
税
を
納
め
て
い
る
人
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
年

金
を
上
乗
せ
し
て
受
け
取
れ
ば
課
税
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
公
的
年
金
等
控
除
が
あ
り
、
税
率

も
現
役
時
代
と
比
べ
れ
ば
低
く
な
る
と
は
い
え
、

税
負
担
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
年
金
受
け
取
り

の
お
得
感
は
下
が
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。　

２
）
「
一
時
金
」
受
け
取
り
は
退
職
所
得
控
除

　

退
職
一
時
金
い
わ
ゆ
る
退
職
金
は
、
老
後
を

過
ご
す
大
き
な
経
済
的
よ
り
ど
こ
ろ
で
す
。
そ
の

た
め
、
一
定
の
非
課
税
枠
を
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

退
職
金
は
も
ち
ろ
ん
、
企
業
年
金
を
一
時
金
と
し

て
受
け
取
っ
た
場
合
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
一
時
金
で

受
け
取
っ
た
場
合
な
ど
は
、「
退
職
所
得
控
除
」

と
い
う
非
課
税
枠
が
設
定
さ
れ
、
超
過
分
の
さ
ら

に
半
分
に
の
み
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
退
職
所
得
控
除
は
勤
続
年
数
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
等

【図表２】一時金を複数受け取る場合の「退職所得控除額」はどうなるか？

【図表１】「年金」と「一時金」の受け取り時の税制の違い

年金受取額（　　　　　　　　—　　　　　　　　　 ） ＝　　　　　　　　 公的年金等控除額 課税対象額
・公的年金
（老齢基礎年金、老齢厚生年金）
・企業年金
・iDeCoや企業型DC
 の年金受け取り

公的年金と合算して
課税計算を行う

60歳～　年  60万円まで
65歳～　  年110万円まで
             は非課税

① 「年金」受け取りの場合（雑所得）
基礎控除額が48万円あるので、
それ以下なら非課税

一時金受取額（　　　　　　　　—　　　　　　　　 ）×1/2 ＝　　　　　　　　退職所得控除額 課税対象額
・退職金（退職一時金）
・企業年金の一時金
・iDeCoや企業型DCの
　一時金

最初の20年は年40万円
21年目以降は年70万円
の非課税枠

非課税枠を超えても
その半分だけを課税

（他の所得とも合算せず）

② 「一時金」受け取りの場合（退職所得）

■ Aさんの例 ←積立 受け取り→
60歳

38年勤続

iDeCo20年積立

ア 退職金の勤続年数
にかかる退職所得
控除額2,060万円
　（40万円×20年
　＋70万円＋18年）

イ iDeCoの積立期間
にかかる退職所得
控除額800万円
　（40万円×20年）

60歳：退職金
2,000万円

60歳：iDeCo
一時金350万円

①同一年に受け取り
アとイの大きいほうの
退職所得控除額を用い
て計算

・2,000万円＋350万円＝2,350万円
・�大きいほうの退職所得控除額
  ア「2,060万円」を用いる
・2,350万円－2,060万円＝290万円
・290万円×１/2＝145万円が課税対象額

 【図表３】のアの例

② iDeCoを
「後」に受け取り
iDeCoは「20年前」
まで遡って退職所得
控除額を共有

・2,000万円＋350万円＝2,350万円
・�大きいほうの退職所得控除額 
   ア「2,060万円」を用いる
・2,350万円－2,060万円＝290万円
・�290万円×１/2＝145万円が課税
�対象額

65歳：iDeCo
一時金350万円

60歳：退職金
2,000万円

 【図表３】のウの例

③ iDeCoを
「先」に受け取り

「５年」以上、間が空くと、
退職所得控除額は別々
にカウント

退職所得控除額「2,060万円」
ア 2,000万円－2,060万円=
���－60万円　全額非課税

イ iDeCoの積立期間にかかる
退職所得控除額「800万円」

60歳：iDeCo
一時金350万円

65歳：退職金
2,000万円

 【図表３】のイの例

※③は現状では実現性が低い（退職金は60歳で支給されることが多いため）。
　ただし、今後、退職金が65歳で支給されるようになれば、実現の可能性が出てくる。
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は
掛
金
の
積
立
等
を
行
っ
た
期
間
を
用
い
る
）
を

も
と
に
計
算
し
ま
す
。
20
年
目
ま
で
は
年
40
万

円
、
そ
れ
以
降
は
年
70
万
円
が
退
職
所
得
控
除
さ

れ
ま
す
の
で
、
40
年
勤
続
（
あ
る
い
は
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ

ｏ
等
に
積
立
）
し
た
場
合
は
２
２
０
０
万
円
の
非

課
税
枠
が
得
ら
れ
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
単
体
で
考
え
た
場
合
、
基
本
的
に

退
職
所
得
控
除
の
枠
を
超
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

で
し
ょ
う
（
運
用
で
か
な
り
大
き
な
収
益
を
上
げ

た
か
、
自
営
業
者
等
の
積
立
枠
を
フ
ル
活
用
し
た

場
合
を
除
く
）
。

３
） 

複
数
の
一
時
金
を
受
け
取
っ
た
場
合

　
　
ど
う
な
る
か
？

　

問
題
と
な
る
の
は
「
複
数
の
一
時
金
を
受
け
取

っ
た
場
合
」
で
す
。
勤
務
先
か
ら
退
職
金
を
受
け

取
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
も
一
時
金
と
し
て
受
け
取
っ
た

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
退
職
所
得
控
除
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
一
つ
の
退
職
所
得
控
除
を
複
数
の

一
時
金
で
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
退
職
所
得
控
除
の
計
算
基
礎
と
な
る

「
年
数
」
に
つ
い
て
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
年

数
と
勤
続
年
数
の
「
長
い
年
数
の
ほ
う
」
が
使
え

ま
す
。
40
歳
か
ら
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
加
入
し
て
60
歳

に
な
っ
た
場
合
、
20
年
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

22
歳
か
ら
60
歳
ま
で
働
い
て
い
た
人
な
ら
38
年
分

の
退
職
所
得
控
除
を
使
っ
て
考
え
る
わ
け
で
す

【
図
表
２
①
】
。
重
複
し
て
い
な
い
期
間
が
あ
る

場
合
は
、
さ
ら
に
上
乗
せ
で
き
ま
す
。

　

退
職
金
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
、
企
業
年
金
な
ど
給
付
が

複
数
あ
る
場
合
、
す
べ
て
一
時
金
で
受
け
取
っ
て

し
ま
う
と
、
し
ば
し
ば
退
職
所
得
控
除
の
枠
を
超

え
て
し
ま
い
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。
そ
れ
で
も
超
過
分
の
２
分
の
１

の
み
課
税
な
の
で
、
税
負
担
率
と
し
て
は
小
さ
い

も
の
に
な
り
ま
す
が
。

４
） 

複
数
の
一
時
金
を
異
な
る
年
に
も
ら
う
場
合

は
要
注
意

　

こ
こ
ま
で
の
説
明
は
、
「
同
一
年
」
に
複
数
の

一
時
金
を
受
け
取
る
説
明
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま

し
た
。
基
本
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
こ
れ
に

該
当
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に

関
し
て
は
い
つ
受
け
取
る
か
が
自
由
に
選
べ
る
の

で
、
「
異
な
る
年
」
に
受
け
取
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
も
し
税
金
で
お
得
に
な
る
な
ら
、
退
職
金

と
別
の
年
に
受
け
取
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

原
則
と
し
て
、
退
職
所
得
控
除
は
別
々
の
カ
ウ

ン
ト
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
一
時
金
を
受
け

取
る
と
き
に
退
職
所
得
控
除
を
使
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
、
次
の
一
時
金
を
受
け
取
る
と
き
に
使
え
る

退
職
所
得
控
除
は
、
使
い
残
し
た
分
か
そ
れ
以
降

に
新
た
に
発
生
し
た
控
除
枠
に
な
り
ま
す
。
複
数

年
に
ま
た
が
っ
た
場
合
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
以
外
の
一

時
金
は
５
年
ま
で
は
通
算
し
て
考
え
ま
す
（
「
５

年
ル
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
）
。

　

例
え
ば
退
職
時
期
の
関
係
で
、
退
職
金
と
企
業

年
金
の
一
時
金
な
ど
２
つ
の
一
時
金
の
受
け
取
り

が
２
年
に
ま
た
が
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

で
退
職
所
得
控
除
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
１
つ

の
枠
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
５
年
以
上
、
間
を
空
け
れ
ば
退
職
所
得

控
除
の
枠
が
新
た
に
使
え
る
か
と
い
う
と
、
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ
の
場
合
、
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば

60
歳
で
退
職
金
を
受
け
取
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
一

時
金
を
65
歳
ま
で
遅
ら
せ
て
受
け
取
る
パ
タ
ー
ン

を
考
え
て
み
ま
す
【
図
表
２
②
】
。
こ
の
場
合
、

退
職
金
と
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
受
け
取
り
は
５
年
離
れ

て
い
る
の
で
、
別
々
に
退
職
所
得
控
除
を
使
え
る

よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
１
つ
の
退
職
所

得
控
除
を
用
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

は
20
年
前
ま
で
遡
っ
て
退
職
所
得
控
除
の
枠
を
共

有
す
る
か
ら
で
す
【
図
表
３
】
。
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
な

ら
75
歳
ま
で
受
け
取
り
時
期
を
ず
ら
せ
る
の
で
、

５
年
以
上
受
け
取
り
時
期
を
ず
ら
せ
ば
退
職
所
得

控
除
が
別
に
使
え
る
の
で
は
？
」
と
思
い
た
い
と

こ
ろ
で
す
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。

受
け
取
り
を
検
討
す
る

い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト

　

税
制
上
の
取
り
扱
い
は
以
上
の
と
お
り
で
す

が
、
現
実
に
は
以
下
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
上

の
ポ
イ
ン
ト
を
考
慮
し
、
一
時
金
・
年
金
を
選

択
、
ま
た
受
け
取
り
開
始
時
期
を
設
定
す
る
と
い

い
で
し
ょ
う
。

１
） 

住
宅
ロ
ー
ン
等
が
残
っ
て
い
る
か

　

住
宅
ロ
ー
ン
、
教
育
ロ
ー
ン
な
ど
ま
と
ま
っ
た

借
入
が
60
歳
時
点
で
残
っ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を

返
済
し
な
が
ら
継
続
雇
用
（
再
任
用
）
で
働
い
た

A、Bの退職所得は
各退職所得控除で課税

１つの退職所得控除で課税

退職金
受け取りA

退職金
受け取りA

退職金
受け取りA

退職金
受け取りB

退職金
受け取りB

iDeCo

X年　　  X+4年まで

X+5年以降

X+19年まで

１つの退職所得控除で課税
【図表3】
iDeCoが先か
iDeCoが後か
で課税ルール
が変わってくる

基本的な考え方
（5年ルール）

　※iDeCoが
　　「先」もこれ

iDeCoが「後」
（20年ルール）

ア

イ

ウ
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で
し
ょ
う
。

２
） 60
歳
代
前
半
の
年
収
減
を
補
う
必
要
が
あ
る
か

　

60
歳
代
前
半
、
年
収
が
ダ
ウ
ン
し
な
が
ら
働
く

場
合
、
こ
の
５
年
間
の
生
活
費
に
充
当
す
る
目
的

で
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
計
画
的
に
取
り
崩
す
こ
と
を
考

え
ま
す
。
退
職
所
得
控
除
を
使
い
切
っ
て
し
ま
う

よ
う
な
ら
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
年
金
受
け
取
り
で
も

い
い
で
し
ょ
う
【
図
表
４
】
。

３
）
公
的
年
金
を
繰
り
下
げ
る
か

　

近
年
、
日
本
年
金
学
会
な
ど
で
「
Ｗ
Ｐ
Ｐ
」
と

い
う
考
え
方
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｗ
（
高
齢
期

の
仕
事
）
や
Ｐ
（
私
的
年
金
）
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
Ｐ
（
公
的
年
金
）
を
繰
り
下
げ
、
増
額
し
て

一
生
涯
の
安
定
収
入
と
す
る
考
え
方
で
す
。
も
し

繰
り
下
げ
年
金
を
検
討
す
る
場
合
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を

そ
れ
ま
で
の
つ
な
ぎ
年
金
と
し
て
受
け
取
る
方
法

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
時
金
か
年
金
、

結
局
ど
っ
ち
が
得
か

　

税
金
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
課
税
さ
れ
な
い

ほ
う
が
ベ
タ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
現

行
の
税
法
で
は
、
退
職
所
得
控
除
の
ほ
う
が
非
課

税
枠
が
大
き
く
、
ま
た
確
実
に
得
ら
れ
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
60
歳
以
降
の
雇
用
条
件
、

ロ
ー
ン
等
の
資
産
状
況
、
個
人
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の

希
望
な
ど
を
総
合
的
に
考
え
つ
つ
、
有
利
な
課
税

を
選
択
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
退
職
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
見
直
し
の

議
論
が
何
度
か
上
が
っ
て
お
り
、
将
来
的
に
は
縮
小

す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
受
け
取
り
時
点
で
の

最
新
の
税
制
に
も
と
づ
く
試
算
を
行
う
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

り
、
年
金
生
活
に
入
る
の
は
家
計
の
不
安
と
な
り

ま
す
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
資
金
を
受
け
取
っ
て
返

済
を
し
て
し
ま
う
ほ
う
が
安
心
で
す
。
退
職
金
や

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
一
時
金
で
受
け
取
り
、
そ
れ
で
ロ
ー

ン
の
未
返
済
額
を
一
気
に
返
し
て
し
ま
う
と
い
い

【図表４】iDeCoを「年金」で受け取る場合の税制上の工夫

①　�iDeCoの年金受け取りと、公的年金受け取りを単純に重ねてしまうと、公的年金等
控除の枠を超え、課税されます。

②　�65歳までの間、５年分割の年金払いとしてiDeCoを受け取る（65歳までは年60万円ま
で非課税になる）」を使った非課税受け取りが考えられます。

③　�公的年金の受け取り開始を65歳より遅らせて、年金払いでiDeCoを受け取る（65歳
以降は年110万円まで非課税。他に収入がないなら158万円まで非課税）」という
方法もあります。

60歳 65歳 70歳

③
iDeCoを65歳
か ら 受 け 取 り、
公的年金を繰り
下げ増額する

65～70歳まで公的年金を受け
取らなければ、iDeCo収入の
うち年110万円までは非課税、
無職なら合計158万円まで非
課税（仮に70歳から公的年金
を受け取れば42％増額となる）

公的年金iDeCo

公的年金は繰り下げ
で42％増額

①
iDeCoも公的年
金も同時期に受
け取り開始

「公的年金＋iDeCo収入」
での税額計算になって
しまう

iDeCo

公的年金

②
iDeCoを60歳代
前半に受け取り、
公的年金と同時に
受け取らない

65歳まで公的年金を受け取ら
なければ、iDeCo収入のうち
年60万円までは非課税、無職
なら合計108万円まで非課税

iDeCo
公的年金


