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一
時
期
、
令
和
版
所
得
倍
増
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
ま
し
た
。
所
得
倍
増
と
い
え
ば
、
当
時

の
池
田
勇
人
首
相
が
、
１
９
６
０
年
12
月
27
日

に
閣
議
決
定
し
た
国
民
所
得
倍
増
計
画
が
思
い

起
こ
さ
れ
ま
す
。
経
済
を
平
均
７
％
で
成
長
さ

せ
10
年
間
で
国
民
所
得
を
倍
増
し
よ
う
と
い
う

こ
の
計
画
に
は
、
非
現
実
的
と
い
う
批
判
が
多

数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
現
実
に
は
、
日
本
経
済

は
年
平
均
10
％
の
成
長
率
で
成
長
し
、
国
民
所

得
は
ほ
ぼ
７
年
間
で
倍
増
し
ま
し
た
。
今
日
の

日
本
が
あ
る
の
は
、
所
得
倍
増
計
画
と
高
度
成

長
の
お
か
げ
で
す
（
香
西
泰
『
高
度
成
長
の

時
代
：
現
代
日
本
経
済
史
ノ
ー
ト
』〈
日
経
ビ

ジ
ネ
ス
人
文
庫
、２
０
０
１
年
〉、吉
川
洋
『
高

度
成
長
：
日
本
を
変
え
た
６
０
０
０
日
』〈
中

公
文
庫
、
２
０
１
２
年
〉）。

こ
こ
で
「
72
の
法
則
」
と
い
う
数
式
を
覚
え

て
お
く
と
便
利
で
す
。
こ
れ
を
使
う
と
、
何
か

の
大
き
さ
が
倍
に
な
る
の
に
、
年
間
ど
れ
く
ら

い
の
率
で
大
き
く
な
る
と
何
年
か
か
る
か
が

簡
単
に
計
算
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
先
の
数

字
で
い
え
ば
、
72
を
７
％
で
割
る
と
約
10
年
、

10
％
で
割
る
と
約
７
年
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
数
字
を
見
て
、
何
か
変
だ
な
、
と
思

い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
？
例
え
ば
、
成
長
率

10
％
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
経
済
が
倍
に

な
る
と
い
う
の
は
、
経
済
の
大
き
さ
が
例
え
ば

１
０
０
か
ら
２
０
０
へ
と
、
１
０
０
％
増
加
す

る
こ
と
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
答
え
は
１
０
０
％

を
10
％
で
割
る
10
年
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う

か
？
そ
の
答
え
は
、
複
利
で
す
。
複
利
と
は
、

利
子
に
も
利
子
が
付
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

初
１
０
０
の
大
き
さ
の
経
済
が
、
年
率
10
％

で
成
長
す
る
と
、
次
の
年
に
は
１
１
０
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
さ
ら
に
年
率
10
％
で
成
長
す

る
と
、
経
済
の
大
き
さ
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う

か
？
１
２
０
で
し
ょ
う
か
？
い
え
、
１
２
１

で
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
違
い
は
大
き
く
あ
り
ま

せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
次
の
年
に
は
１
３
３
、

４
年
目
に
は
１
４
６
、
５
年
目
に
は
１
６
１

と
、
だ
ん
だ
ん
と
増
え
方
が
加
速
し
て
い
き
ま

す
。
こ
の
違
い
は
利
子
に
も
利
子
が
付
く
こ
と

か
ら
生
じ
る
の
で
す
。

こ
の
複
利
の
考
え
方
は
、
資
産
形
成
に
と
っ

て
き
わ
め
て
大
事
で
す
。
と
い
う
の
も
、
複
利

の
考
え
方
が
、
今
の
資
産
を
倍
に
増
や
し
た

い
と
き
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
の
大
切
な
ヒ
ン

ト
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
金
融
資
産

形
成
に
複
利
の
力
を
利
用
す
る
に
は
、
何
よ

り
も
ま
ず
長
く
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

い
わ
ば
時
間
を
味
方
に
付
け
る
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
若
い
う
ち
か
ら
積
み
立
て
て
お
く

こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。
次
に
、
途
中
で
で
き

る
だ
け
取
り
崩
し
た
り
減
ら
さ
な
い
こ
と
が

大
事
で
す
。
必
要
に
応
じ
て
取
り
崩
す
の
は

や
む
を
得
ま
せ
ん
が
、
取
引
を
頻
繁
に
行
う

と
手
数
料
が
か
か
り
、
そ
の
分
減
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
に
は
商
人
も
武
士

も
複
利
計
算
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
商
売
や

契
約
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
明
治
以
降
で

も
小
学
校
の
算
術
教
育
で
教
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
紆
余
曲
折
を
経
て
、
１
９
４
１

年
に
は
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
消
え

て
し
ま
い
ま
す
。
実
を
い
う
と
、
所
得
倍
増

計
画
と
高
度
成
長
の
時
代
を
牽
引
し
た
の
は
、

小
学
校
で
複
利
を
習
っ
た
最
後
の
世
代
で
し

た
。
国
民
の
中
に
所
得
倍
増
の
数
学
を
理
解

で
き
た
人
が
相
当
数
い
た
の
で
す
（
横
山
和

輝
「
小
学
校
算
術
に
お
け
る
金
融
教
育
：
歴

史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
名
古
屋
市
立
大

学
経
済
学
会
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
、

２
０
１
９
年
）。
日
本
の
高
度
成
長
は
人
々
が

複
利
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
？

金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
意
義
が
さ
ら
に
増
し
て
い

る
現
在
、
生
活
に
必
要
な
知
識
と
し
て
再
び

複
利
を
小
学
校
で
学
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

人生100年時代といわれている現在、人生を豊かに過ごすための金融リ
テラシーへの関心が高まっています。前号からスタートし、ご好評を頂
いている金融広報中央委員会委員の日本銀行副総裁・若田部昌澄のお金
や金融知識にまつわるコラム。第２回をお届けします。ぜひお楽しみく
ださい。

金融広報中央委員会委員
日本銀行副総裁

若田部昌澄

S p e c i a l  c o n t r i b u t i o n 2

「72の法則」：数学は
所得倍増と資産形成に役立つ

■72の法則と複利の力
72÷ｒ(%)＝2倍になるのに必要な年数(ｙ)
⇒年間ｒ％で大きくなると、２倍になるのにｙ年かかる

※単利は、最初の元本部分にのみ利息が発生するもの。

利回り (ｒ) 複利 （参考）単利※

1％ 72年 100年

2％ 36年 50年

3％ 24年 33年

5％ 14年 20年

7％ 10年 14年

10％ 7年 10年
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