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50
歳
に
な
っ
た
ら

「
お
金
の
棚
卸
」
を
し
よ
う

厚
生
労
働
省
の
発
表
し
た
「
平
成
30
年
簡
易

生
命
表
の
概
況
」
に
よ
る
と
、
日
本
人
の
平
均

寿
命
は
、
男
性
が
81
・
25
歳
、
女
性
が
87
・
32

歳
と
な
り
、
い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
更
新
し
ま

し
た
。
ま
た
、
現
在
60
歳
の
人
の
平
均
余
命
は
、

男
性
で
約
24
年
、
女
性
で
は
約
29
年
と
、
リ
タ

イ
ア
後
の
生
活
が
長
く
続
く
こ
と
が
想
定
さ
れ

ま
す
。
実
際
に
は
、
男
性
の
４
人
に
１
人
が
90

歳
ま
で
、
女
性
の
４
人
に
１
人
は
95
歳
ま
で
生
き

る
こ
と
か
ら
、
平
均
余
命
よ
り
も
長
生
き
す
る

可
能
性
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
い
っ

た
い
ど
れ
だ
け
の
老
後
資
金
が
あ
れ
ば
十
分
な
の

か
、
不
安
を
抱
え
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
お
金

の
棚
卸
」
を
し
、
自
分
の
保
有
資
産
の
全
体
像

を
把
握
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
、
リ
タ
イ
ア

後
に
ど
の
よ
う
に
資
産
を
取
り
崩
し
な
が
ら
生

活
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
計
画
を
立
て
ま
す
。

将
来
の
お
金
の
問
題
を
考
え
る
の
に
、
早
過

ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
節
目
と
な
る
年
齢

は
50
歳
で
す
。
毎
年
、
誕
生
月
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
届
く
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
、
発
行

時
点
の
加
入
状
況
が
60
歳
ま
で
継
続
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
老
齢
年
金
の
受
取
見
込
額
が
記

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。
加
え
て
、
定

年
を
迎
え
る
ま
で
10
年
〜
15
年
あ
り
、
老
後
の

資
産
額
を
増
や
す
た
め
の
努
力
が
可
能
で
あ
る

こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
す
。　

お
金
の
棚
卸
を
す
る
際
に
は
、【
図
表
１
】
に

示
し
た
項
目
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
現
時
点
の「
保
有
資
産
額
」を
書
き
出
し
、

そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
60
歳
時
点
で
の
想
定
資
産

額
を
考
え
ま
す
。「
借
入
金
」
に
つ
い
て
も
、
現

時
点
で
の
残
高
を
書
き
出
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に

60
歳
時
点
で
の
残
高
を
計
算
し
ま
す
。
そ
の
際
、

最近、若いときからの長期的な資産形成の重要性をよ
く聞きますが、老後の金融資産の運用や取崩しも、「長
期的な視点」で考える必要があると聞きました。
具体的にどのようにすればよいのでしょうか？　

人生100年時代
リタイア後に資産を
長持ちさせるヒント

監修／岩城みずほ〈ファイナンシャル・プランナー（CFP®）〉

人生100年時代を迎え、老後の生活資金に不安を抱く人は少なくありません。老後資金の準備はもちろんのこ
と、手元の資産をいかに長持ちさせるかが重要となります。そこで今回は、50歳になったら行いたい「お金
の棚卸」や、老後における金融資産の運用や取り崩し方など、老後の生活への備え方について解説していきます。

保有資産額（現在／60歳時点）	

　■ 金融資産（預貯金、株式、投資信託など）
　■ その他の資産（売却可能な不動産など）

借入金（現在／60歳時点）

　■ 住宅ローン
　■ 住宅ローン以外の借入金

入ってくるお金（60歳以降）

　■ 退職一時金（見込額）
　■  収入（就労によるもの、またはそれ以外）
　■  公的年金（65歳以降。ねんきん定期便で確認）
　■  企業年金やiDeCo（個人型確定拠出年金）

出ていくお金（60歳以降）

　■ 月あたりの生活費 

取り置きたいお金

　■  自宅のリフォーム代、 介護施設への入居費、 
葬儀費用、子どもに遺したいお金など

【図表1】「お金の棚卸」チェック項目

（出所）監修者作成

今
回
の
ご
質
問
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退
職
一
時
金
で
残
高
を
圧
縮
す
る
こ
と
を
考
え
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
入
っ
て
く
る
お
金
」
は
、
60
歳
以
降
の
収
入

を
整
理
し
ま
す
。
公
的
年
金
見
込
額
は
「
ね
ん

き
ん
定
期
便
」
で
確
認
し
、
退
職
一
時
金
や
企
業

年
金
、
i
D
e
C
o
（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）

な
ど
で
受
け
取
る
予
定
額
も
把
握
し
ま
す
。
ま

た
、
定
年
後
も
、
継
続
雇
用
や
そ
の
他
の
収
入

の
予
定
が
あ
れ
ば
、
そ
の
収
入
見
込
額
も
で
き
る

範
囲
で
書
き
出
し
て
お
き
ま
す
。

　
「
出
て
い
く
お
金
」
の
生
活
費
は
、
現
役
時
代

の
７
割
程
度
に
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま

た
、
自
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
代
や
介
護
施
設
の
入
居

費
、
葬
儀
費
用
、
子
ど
も
に
遺
し
た
い
お
金
な

ど
を
「
取
り
置
き
た
い
お
金
」
と
し
て
お
く
と
安

心
で
す
。

毎
年
い
く
ら
使
っ
て
よ
い
の
か

「
取
崩
可
能
額
」
の
計
算
方
法

こ
の
よ
う
に
お
金
の
棚
卸
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ご
自
身
が
保
有
す
る
資
産
の
状
況
や
お

金
の
出
入
り
が
把
握
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
次

は
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
用
い
て
、
リ
タ
イ
ア
後
、

ど
の
よ
う
に
金
融
資
産
を
取
り
崩
し
て
い
く
か

を
考
え
ま
す
。
ま
ず
は
、
毎
年
い
く
ら
取
り
崩

し
て
生
活
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

【
図
表
２
】
を
参
考
に
、「
取
崩
可
能
額
」
を
計

算
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
保
有
資
産
額
（
60
歳
時
点
）」
に
「
退
職
金

に
よ
る
貯
蓄
額
」
を
足
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
「
借

入
金
」と「
取
り
置
き
た
い
お
金
」を
引
き
ま
す
。

こ
の
数
字
を「
想
定
余
命
年
数
」で
割
る
こ
と
で
、

１
年
あ
た
り
の
「
取
崩
可
能
額
」
が
算
出
で
き

ま
す
。

①
の
例
で
は
、
60
歳
時
点
で
保
有
資
産
が

２
０
０
０
万
円
あ
り
、
退
職
金
か
ら
住
宅
ロ

ー
ン
な
ど
を
相
殺
し
た
の
ち
、
残
額
５
０
０
万

円
を
貯
蓄
し
、
１
０
０
０
万
円
を
「
取
り
置

き
た
い
お
金
」
と
し
て
い
ま
す
。
差
し
引
き

１
５
０
０
万
円
を
想
定
余
命
年
数
の
30
年
（
女

性
が
95
歳
に
な
る
ま
で
の
年
数
）
で
割
る
と
、

年
間
で
50
万
円
、
月
に
す
る
と
４
万
１
７
０
０

円
が
、
取
崩
可
能
額
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
算
出
し
た
「
取
崩
可
能
額
」

と
、「
公
的
年
金
」の
受
給
額
を
足
す
こ
と
で
、「
毎

月
使
え
る
生
活
費
」
が
分
か
り
ま
す
。
②
の
例

で
は
、
毎
月
26
万
３
２
０
０
円
が
生
活
費
と
し

て
使
え
る
計
算
に
な
り
ま
す
。
こ
の
金
額
が
十

分
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
老
後
の
生
活
資
金
は
ま

ず
心
配
な
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

総
務
省
統
計
局
の
家
計
調
査
報
告
（
平
成
30

年
）
に
よ
れ
ば
、
夫
65
歳
以
上
、
妻
60
歳
以
上

の
夫
婦
で
1
カ
月
に
か
か
る
生
活
費
の
平
均
は
、

約
26
万
４
７
０
０
円
で
す
が
、
実
際
に
必
要
な

金
額
は
世
帯
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
た
め
、

ご
自
身
の
家
計
で
具
体
的
に
考
え
て
み
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

　

65
歳
以
降
も
教
育
費
負
担
や
借
入
金
の
返
済

が
続
く
な
ど
、「
毎
月
使
え
る
生
活
費
」
に
不
安

が
あ
る
場
合
は
、
残
さ
れ
た
期
間
で
資
産
額
を

増
や
す
た
め
、
家
計
を
見
直
し
て
支
出
を
減
ら

す
、
働
く
期
間
を
延
ば
す
こ
と
で
収
入
を
増
や

す
な
ど
の
検
討
が
必
要
で
す
。

実
際
に
老
後
生
活
が
始
ま
っ
た
ら
、
取
崩
可

能
額
は
毎
年
計
算
し
直
し
ま
す
。
運
用
資
産
に

つ
い
て
は
、
最
新
の
資
産
額
を
調
べ
、【
図
表
２
】

の
「
保
有
資
産
額
」
に
反
映
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
一
つ
歳
を
取
る
ご
と
に
、
想
定
余
命
年
数
は

1
歳
減
ら
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

金
融
資
産
の
一
部
を
運
用
し

資
産
延
命
に
つ
な
げ
る

取
崩
可
能
額
は
、
１
年
分
を
ま
と
め
て
現
金

化
し
、
生
活
資
金
や
臨
時
の
出
費
な
ど
の
際
に

す
ぐ
に
使
え
る
よ
う
普
通
預
金
な
ど
に
入
れ
て

お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
は
、
運
用
に

回
す
こ
と
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
老
後
資
金
が
減
る
と
困
る
か
ら
」
と
、
全
額

を
預
貯
金
に
入
れ
て
お
く
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
預
貯
金
は
元
本
割
れ
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
イ
ン
フ
レ
リ
ス
ク
」

を
受
け
や
す
い
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
イ

ン
フ
レ
と
は
物
価
が
上
昇
す
る
こ
と
。
仮
に
、
物

価
が
２
％
上
昇
す
れ
ば
、
そ
れ
は
預
貯
金
の
価

値
が
２
％
減
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加
え
て
、
現
在
の
よ
う
な
低
金
利
の
状
況

下
で
は
、
預
貯
金
だ
け
で
お
金
を
増
や
す
こ
と

は
望
め
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
金
融
資
産
を
預
貯

金
で
持
つ
と
、
退
職
金
を
受
け
取
っ
た
と
き
が

資
産
額
の
ピ
ー
ク
で
、
そ
れ
以
降
は
使
っ
た
分

が
減
っ
て
い
く
ば
か
り
で
す
。
ピ
ー
ク
の
状
態

を
少
し
で
も
長
く
維
持
し
、
資
産
の
減
少
を
緩

や
か
に
す
る
こ
と
が
、
人
生
１
０
０
年
時
代
に

お
い
て
豊
か
な
老
後
を
送
る
た
め
に
は
大
切
で

す
。
そ
の
た
め
、
運
用
に
よ
る
資
産
形
成
は
若

い
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
老
後
も
続
け
る
こ
と

【図表2】取崩可能額と生活費の計算方法（夫婦2人の例）

（出所）監修者作成

保有資産額
（60歳時点） 退職金による貯蓄額 借入金 取り置きたいお金+ －

=

①	年間の取崩可能額（65歳以降）
退職金で

全額返済するため0円 1,000万円500万円2,000万円

95歳 - 65歳 = 30年

想定余命年数

②	毎月の生活費（65歳以降）

公的年金 取崩可能額

4万1,700円 22万1,500円

年間50万円
（月4万1,700円）

取崩可能額－

+ = 毎月使える生活費

26万3,200円
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が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
【
図
表
３
】。

資
産
運
用
で
大
切
な
の
は
、「
積
極
型
資
産
（
リ

ス
ク
性
資
産
）」
と
「
安
定
型
資
産
（
安
全
資
産・

流
動
性
資
産
）」
と
い
う
リ
ス
ク
度
合
い
が
異
な

る
金
融
商
品
を
組
み
合
わ
せ
、
リ
ス
ク
を
適
切
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
す
【
図
表
４
】。
リ

タ
ー
ン
は
少
な
い
け
れ
ど
、
安
全
性
を
重
要
視
す

る
定
期
預
金
や
国
債
と
い
っ
た
「
安
全
資
産
」
も

あ
れ
ば
、
元
本
割
れ
の
可
能
性
は
あ
り
つ
つ
も
、

収
益
性
を
重
視
す
る
株
式
や
外
国
債
券
と
い
っ

た
「
積
極
型
資
産
」
も
あ
り
ま
す
。
高
い
リ
タ

ー
ン
を
期
待
し
、「
積
極
型
資
産
」
に
か
た
よ
り

過
ぎ
る
と
、
老
後
の
生
活
が
成
り
立
た
な
い
く
ら

い
損
失
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
も
あ
り
ま

す
の
で
、バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
「
積
極
型
資
産
」
を
ど
の
程
度
持
つ
か
に
つ
い

て
は
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
、「
１
年
後
に
、
運
用
資
産
の
う
ち
３
分

の
１
の
損
失
が
発
生
す
る
状
況
を
最
悪
の
場
合
」

と
想
定
す
る
考
え
方
を
紹
介
し
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
資
産
全
体
の
何
％
を
「
積
極
型
資
産
」

で
持
つ
か
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
60
歳
時
点

で
い
く
ら
の
「
積
極
型
資
産
」
を
持
つ
の
か
を

考
え
る
の
で
す
。

60
歳
以
降
、
30
年
間
資
産
を
運
用
し
な
が
ら

毎
月
取
り
崩
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
、「
積
極
型

資
産
」
が
３
分
の
１
減
る
こ
と
を
想
定
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
損
失
額
が
月
々
の
生
活
費
の
中
で

い
く
ら
な
ら
減
っ
て
も
大
丈
夫
か
を
判
断
し
ま

す
。
例
え
ば
、
月
々
５
０
０
０
円
減
っ
て
も
生
活

し
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
３
分
の
１
に
あ

た
る
損
失
額
は
５
０
０
０
円
×
12
カ
月
×
30
年
＝

１
８
０
万
円
に
な
り
ま
す
。

３
分
の
１
に
あ
た
る
損
失
額
＝
１
８
０
万
円

で
す
か
ら
、「
積
極
型
資
産
」
の
総
額
は
３
倍
の

５
４
０
万
円
と
逆
算
で
き
ま
す
。「
積
極
型
資
産
」

は
資
産
全
体
の
割
合
で
は
な
く
、
老
後
生
活
で

耐
え
ら
れ
る
損
失
額
を
前
提
に
総
額
を
決
め
る

こ
と
が
こ
の
考
え
方
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　
「
積
極
型
資
産
」
の
運
用
を
す
る
際
は
、

i
D
e
C
o
やつみ
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ（
少
額
投
資
非
課

税
制
度
）
と
い
っ
た
税
制
優
遇
の
あ
る
制
度
を
活

用
す
る
の
も
一
案
で
す
。
i
D
e
C
o
は
、
令
和

2
年
度
税
制
改
正
大
綱
等
に
お
い
て
、
厚
生
年

金
被
保
険
者
・
国
民
年
金
任
意
加
入
被
保
険
者

の
加
入
可
能
年
齢
を
65
歳
未
満
に
延
長
（
現
行

は
60
歳
未
満
）
す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
、
よ

り
長
く
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
見
込
み
で
す
。

老
後
生
活
に
お
い
て
、
資
産
を
現
金
化
す
る

際
は
、「
積
極
型
資
産
」
か
ら
取
り
崩
し
て
い
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う

な
金
融
危
機
が
起
こ
る
と
、「
積
極
型
資
産
」
は

大
き
く
含
み
損
を
抱
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
役
世
代
で
あ
れ
ば
、
市
場
の
回
復
に
よ
る
値

戻
し
を
待
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
高
齢
に
な
る

と
回
復
を
待
つ
の
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
年
齢
と
と
も
に
「
積
極
型
資
産
」
の
比
率

を
下
げ
た
方
が
よ
い
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ

る
た
め
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
年
齢
と
と
も

に
自
ず
と
「
安
全
資
産
」
が
中
心
の
リ
ス
ク
を

抑
え
た
運
用
に
切
り
替
わ
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

ま
た
、
市
場
環
境
が
よ
い
時
期
に
「
積
極
型

資
産
」
を
売
却
し
て
利
益
を
確
定
し
、「
安
全
資

産
」
に
置
き
換
え
て
い
く
と
い
っ
た
柔
軟
な
対
応

も
資
産
寿
命
を
延
ば
す
う
え
で
役
立
ち
ま
す
。

な
お
、
さ
ら
に
年
齢
が
進
む
と
、
物
忘
れ
や

認
知
症
と
い
っ
た
症
状
が
出
た
り
、
資
産
売
却

の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
判
断
力
が
衰
え
る
な
ど
、
継
続

的
な
運
用
が
困
難
に
な
る
可
能
性
も
高
く
な
り

ま
す
。
意
思
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
う
ち
に
、「
積

極
型
資
産
」
の
ウ
ェ
イ
ト
を
ゼ
ロ
に
す
る
（
あ
る

い
は
大
き
く
下
げ
る
）、
運
用
を
続
け
る
に
し
て

も
資
産
の
預
け
先
や
運
用
状
況
な
ど
を
家
族
と

情
報
共
有
し
て
お
く
こ
と
も
大
事
で
す
。

ち
な
み
に
、
一
般
的
な
考
え
方
と
し
て
、
老

後
の
生
活
に
お
け
る
資
産
の
取
り
崩
し
方
に
は
、

毎
年
一
定
額
を
引
き
出
す
「
定
額
法
」
と
定
率

で
引
き
出
す
「
定
率
法
」
が
あ
り
ま
す
。
定
額

法
と
は
、
１
年
で
50
万
円
ず
つ
、
と
い
う
よ
う
に

同
じ
金
額
を
取
り
崩
し
て
い
く
方
法
。
一
方
の
定

率
法
と
は
、
95
歳
ま
で
の
30
年
間
で
、
そ
の
年

の
資
産
額
に
対
し
て
毎
年
３
％
ず
つ
取
り
崩
し

て
い
く
と
い
っ
た
方
法
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

自
分
に
合
っ
た
取
り
崩
し
方
を
選
択
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

多
く
の
人
は
、
公
的
年
金
を
生
活
の
柱
と
し
な

が
ら
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
え
た
お
金
を
少
し
ず
つ
取

り
崩
し
て
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
資
産
寿

命
を
延
ば
し
、
お
金
の
心
配
を
せ
ず
楽
し
く
老
後

を
過
ご
す
た
め
に
は
、
１
年
間
に
い
く
ら
使
っ
て

も
よ
い
か
を
毎
年
計
算
し
直
す
こ
と
と
、
運
用
し

な
が
ら
取
り
崩
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

積極型資産
（リスク性資産）

収益性は高いが、損失を出す
リスクも同様に高い（株式、外
国債券、それらを組み込んだ
投資信託など）

安定型資産

安全資産

安全性を重視。大きく増える
ことはないが、元本割れのリ
スクは基本的にない（定期預
金、国債など）

流動性資産
すぐに引き出して生活費とし
て使うことができる（普通預
金など）

【図表4】金融資産のリスク別分類

（出所）監修者作成

【図表3】人生100年時代の資産延命の考え方

（出所）金融庁「高齢社会における金融サービスのあり方（中間的なとりまとめ）平成30年7月3日」を基に監修者作成

・継続就労による収入の確保
・蓄えた資産の継続的な運用 

・資産の効果的な運用と取崩し ・長生きへの備え
・円滑な資産移動の準備 

 

運用による資産増

 

（資産額）

退職

①資産形成期 ②資産取崩期 ③資産移転期

60歳 （年齢）

就業継続による収入
＜資産額の推移イメージ＞
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