
48

家 庭 経 済 設 計

老
後
資
金
の
作
り
方 

第
３
回

老
後
資
金
を
作
る

オ
ス
ス
メ
の
制
度
は
ど
れ
か

非
課
税
投
資
期
間
、
投
資
対
象
の
範
囲
な
ど
に
違

い
が
あ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
お
よ
そ
１
１
７
０
万

口
座
の
利
用
が
あ
り
ま
す
。

３
．ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）

　
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
イ
デ
コ
）」
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム

で
知
ら
れ
る
制
度
は
、
正
式
に
は
「
個
人
型
確
定

拠
出
年
金
」
と
い
い
ま
す
。
２
０
０
２
年
１
月
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で
す
が
、
２
０
１
７
年
１

月
に
規
制
緩
和
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
加
入
者

の
範
囲
が
拡
大
し
、注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。近
年
、

利
用
者
が
大
き
く
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

企
業
型
の
確
定
拠
出
年
金
と
合
計
す
る
と
約

7
7
0
万
人
の
利
用
が
あ
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
単
体

で
も
こ
の
夏
に
は
１
０
０
万
人
に
達
し
た
も
の
と

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
で
考
え
る
制
度
選
び

　

さ
て
こ
れ
ら
の
制
度
、別
々
に
解
説
す
る
よ
り
、

　

財
形
年
金
の
特
徴
は
、
給
与
天
引
き
の
形
で
確

実
に
積
立
を
行
い
、
老
後
の
資
産
形
成
を
図
れ
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
現
在
、
約
１
７
３
万
件
の
口

座
が
あ
り
ま
す
。

２
．
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
に
ー
さ
）」
は
、
制
度
発
足
か
ら

５
年
目
を
迎
え
る
制
度
で
す
。「
少
額
投
資
非
課

税
制
度
」
が
正
式
名
称
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
同

種
の
制
度
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
参
考
に
し
た
こ
と
か
ら
「
日

本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
し
て
愛
称
を
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
し
て

い
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
国
民
の
投
資
を
促
進
す
る
政
策
で

も
あ
り
、
リ
ス
ク
商
品
し
か
購
入
で
き
な
い
と
こ

ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す（
株
式
や
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、

投
資
信
託
な
ど
が
対
象
。
個
人
向
け
国
債
等
も
対

象
外
）。

　

制
度
５
年
目
の
今
年
か
ら
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

の
口
座
が
新
た
に
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
は
毎
年
の
投
資
限
度
額
、

山崎 俊輔
フィナンシャル・ウィズダム代表

【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『誰
でもできる確定拠出年金投資術』（2016 年、
ポプラ社）『読んだら必ず「もっと早く教えて
くれよ」と叫ぶお金の増やし方』（2018 年、
日経 BP 社）等がある。

老
後
資
産
形
成
を
具
体
化
す
る
た
め

の
「
器
」
を
考
え
る

　

　

前
回
、
前
々
回
と
老
後
資
産
形
成
の
重
要
性
に

つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
取
り

組
み
を
具
体
化
す
る
た
め
の
「
器
」
と
な
る
仕
組

み
を
考
え
て
み
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
財
形
年
金
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

（
少
額
投
資
非
課
税
制
度
）、つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）で
す【
図

表
１
】。

１
．
財
形
年
金

　

１
つ
め
は
、
正
式
に
は
「
勤
労
者
財
産
形
成
促

進
制
度
」
略
し
て
「
財
形
」
の
１
つ
、
財
形
年
金

で
す
。
財
形
は
古
く
か
ら
職
域
で
多
く
の
勤
労
者

に
利
用
さ
れ
て
き
た
制
度
で
す
。

　

財
形
に
は
「
一
般
」「
住
宅
」「
年
金
」
の
３
つ

の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
老
後
資
産
形
成
を
目
的

と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
は
財
形
年
金
に
な
り
ま
す
。
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ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
横
断
的
に
説
明
し
た
ほ
う
が
活

用
の
カ
ギ
が
み
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

１
．
組
み
合
わ
せ
の
可
否

　

税
制
優
遇
が
あ
る
口
座
と
い
う
の
は
、
開
設
の

制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
財
形
制
度
は
勤
務
先
が
導
入
し
て
い
る

こ
と
が
条
件
で
す
。
一
部
の
会
社
で
は
財
形
制
度

を
行
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と

つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
ど
ち
ら
か
１
つ
し
か
開

設
で
き
ま
せ
ん
（
１
年
ご
と
に
違
う
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と

す
る
こ
と
は
可
）。
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
年
齢

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
も
１
人
１
口
座
し
か
開
設
で
き
ま

せ
ん
。
こ
ち
ら
は
現
役
世
代
の
資
産
形
成
措
置
で

あ
る
た
め
、積
立
は
60
歳
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
も
、
口
座
開
設
に
あ

た
っ
て
は
本
人
確
認
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
「
夫
婦
で
各
１
口
座
」
は
可
能
で
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
世
帯
の
老
後
資
産
形
成
と
し
て
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
口
座
を
２
つ
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
２
つ
持
つ
こ

と
が
可
能
と
い
う
わ
け
で
す
（
夫
婦
共
働
き
で
、

勤
務
先
が
導
入
し
て
い
れ
ば
、
財
形
を
２
つ
持
つ

こ
と
も
で
き
る
）。

２
．
税
制
の
違
い

　

税
制
で
み
る
と
、「
運
用
益
や
利
息
の
非
課
税
」

に
つ
い
て
は
財
形
年
金
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

は
共
通
し
て
い
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
が
他
の
制
度
と
比
べ
て
有
利
な
の

【図表１】老後資金が形成できる制度の比較

制度名 財形年金 ＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ ｉＤｅＣｏ

利用範囲
財形制度のある会社
員や公務員が利用可

20歳以上なら誰でも利用可

20歳以上60歳未満なら誰でも
利用可能。

（企業型確定拠出年金加入者は
原則開設不可）

年間拠出額
（投資限度額）

（自由） 年120万円 年40万円
勤務先などにより異なる

（年14.4万円～年81.6万円）

拠出累計の上限
元利550万円

（財形住宅と合算）
元本600万円
（5年累計）

元本800万円
（20年累計）

上限なし

商品性
（投資対象の範囲）

基本的に預貯金
リスク性商品のみ

（株式、投資信託等）
一定要件を満たす
リスク性商品

安全性商品、リスク性商品の
どちらも選べる

税制優遇
・課税後拠出
・利息非課税
・受取時課税なし

・課税後拠出
・譲渡益非課税
・受取時課税なし

・掛金は非課税（所得税・
　住民税軽減）、
・譲渡益非課税
・受取時課税（退職所得控除等　
　が適用され軽減）

解約条件

・５年以上積立
・いつでも解約可能

だが、目的外利用
などペナルティ課
税あり

・期間内いつでも売却可能
・売却分については、その時点で非課税

メリットが終了する

60歳まで原則として
口座解約は不可能（老後のた
めの虎の子資産と考える）

投資期間が５年目の年末
まで（ロールオーバーし
10年目まで繰越可能）

投資期間が20年目の
年末まで継続できる

何度売り買いしても
税制優遇が続く
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立
額
が
異
な
り
ま
す
。
公
務
員
や
企
業
年
金
の
あ

る
会
社
員
は
月
１
・
２
万
円
ま
で
、
企
業
年
金
の

な
い
会
社
員
（
退
職
金
制
度
や
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
は
企
業
年
金
に
該
当
し
な
い
）は
月
２
・

３
万
円
、
専
業
主
婦
も
月
２
・
３
万
円
が
上
限
で

す
。
自
営
業
者
等
は
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
な

い
た
め
、
月
６
・
８
万
円
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
つ
い
て
は
毎
月
の
積
立
額
が
抑

え
ら
れ
て
い
る
代
わ
り
に
、
累
計
が
ど
れ
だ
け
高

額
に
な
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

５
．
変
更
、
解
約
の
要
件

　

最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
変
更
、
解
約

の
要
件
で
す
。

　

財
形
年
金
は
解
約
が
可
能
で
す
が
、
ペ
ナ
ル
テ

ィ
課
税
が
あ
り
ま
す
。
過
去
５
年
さ
か
の
ぼ
っ
て

利
息
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
市
場
が

開
い
て
い
れ
ば
い
つ
で
も
売
却
で
き
ま
す
。
た
だ

は
「
積
立
段
階
で
の
非
課
税
（
と
受
け
取
り
時
点

で
は
課
税
に
優
遇
）」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
へ
積
み
立
て
た
お
金
は
、
自
分
の
老

後
の
資
産
で
あ
り
な
が
ら
、
所
得
と
み
な
さ
れ
な
い

の
で
、
所
得
税
・
住
民
税
の
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
、

そ
の
分
掛
金
の
何
割
か
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

　

所
得
税
・
住
民
税
に
20
％
相
当
の
課
税
を
さ
れ

て
い
る
勤
労
者
の
例
で
考
え
て
み
る
と
、
手
取
り

８
０
０
０
円
を
積
み
立
て
る
よ
り
、
税
と
し
て
引

か
れ
て
い
た
２
０
０
０
円
相
当
分
を
非
課
税
の
ま

ま
１
万
円
入
金
し
た
ほ
う
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら

資
産
形
成
上
は
有
利
に
な
り
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
定
期
預
金
を
選
択
す
る
と
利
息

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
非
課
税
分
だ
け
で

も
相
当
の
高
利
回
り
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。

　

一
方
で
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
み
受
け
取
り
時
点
に

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
現
役
時
代
の

税
率
よ
り
低
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
有
利

に
な
り
ま
す
。

　

実
際
に
は
退
職
所
得
控
除
を
用
い
て
「
一
時
金

受
け
取
り
」
を
選
択
す
る
と
、
退
職
金
額
に
も
よ

り
ま
す
が
、
多
く
の
勤
労
者
は
非
課
税
で
全
額
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。「
年
金
受
け

取
り
」
を
選
択
し
た
場
合
、
公
的
年
金
等
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
（
そ
れ
で
も
現
役
時
代
の
税
率

よ
り
は
低
く
な
り
ま
す
が
）。

３
．
購
入
で
き
る
商
品
の
違
い

　

財
形
年
金
は
基
本
的
に
銀
行
等
の
金
融
機
関
の

定
期
預
金
を
用
い
て
資
産
形
成
し
ま
す
（
投
資
信

託
に
よ
る
財
形
も
一
部
あ
り
）。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
逆
に
、
リ
ス
ク
資
産
し
か
購
入
で

き
ま
せ
ん
。
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
株
式
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（
上
場

投
資
信
託
）、
投
資
信
託
な
ど
幅
広
く
リ
ス
ク
商
品

を
購
入
で
き
、
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
手
数
料
が

低
廉
で
あ
る
な
ど
の
条
件
を
満
た
し
た
約
１
５
０

本
の
投
資
信
託
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
各
金
融
機
関
ご
と
に
15
～
20
本

程
度
を
選
定
、
提
示
し
て
い
ま
す
が
、
定
期
預
金

等
の
安
全
性
の
高
い
商
品
と
投
資
信
託
商
品
が
併

存
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
な

り
の
運
用
方
針
を
た
て
て
、
リ
ス
ク
を
高
く
し
た

り
低
く
抑
え
る
選
択
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

４
．
毎
月
の
積
立
額
、
積
立
上
限
額
の
違
い

　

毎
月
の
積
立
額
や
積
立
上
限
額
を
確
認
し
て
み

ま
す
。

　

財
形
年
金
は
元
利
合
計
で
５
５
０
万
円
ま
で
と

い
う
上
限
設
定
が
あ
り
ま
す
が
、
毎
月
の
積
立
額

に
は
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
（
５
年
以
上
の
積
立
が

必
要
）。
退
職
ま
で
の
期
間
を
勘
案
し
な
が
ら
積

立
額
を
増
額
し
て
も
よ
い
わ
け
で
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
年
１
２
０
万
円
ま
で
の
入
金
を
５

年
分
、
つ
ま
り
６
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
投
資
が

で
き
ま
す
。
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
年
40
万
円
と

枠
が
小
さ
く
な
る
も
の
の
、
20
年
分
、
累
計
８
０
０

万
円
と
大
き
な
枠
の
非
課
税
投
資
が
で
き
る
仕
組

み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
運
用
益
が
ど
れ
だ
け
増
え

て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
勤
務
先
な
ど
に
よ
り
毎
月
の
積
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の
積
立
期
間
を
確
保
で
き
ま
す
が
、
45
歳
で
加
入

す
る
と
15
年
分
し
か
積
み
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
45

歳
に
な
り
「
家
計
に
余
裕
が
出
て
き
た
か
ら
」
と

い
っ
て
も
、
上
限
が
あ
る
た
め
月
３
万
円
や
４
万

円
を
積
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　

20
歳
代
か
ら
老
後
資
産
形
成
と
い
う
の
は
な
か

な
か
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
30
歳
代

に
な
っ
た
ら
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
一
度
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
し
、
40
歳
に
な
っ
た
ら
で
き
る
だ

け
早
く
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
預
貯
金
等
の
安
全
性
の
高
い

方
法
と
、
投
資
信
託
の
よ
う
な
リ
ス
ク
は
あ
る
が

高
利
回
り
を
ね
ら
う
方
法
を
ど
ち
ら
も
選
べ
ま
す

（
組
み
合
わ
せ
割
合
も
自
由
に
決
定
で
き
る
）。
投

資
が
怖
い
な
ら
定
期
預
金
１
０
０
％
で
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

を
使
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
毎
月
の
掛

金
の
40
％
を
投
資
信
託
に
、
60
％
を
定
期
預
金
に

と
い
う
よ
う
な
配
分
も
行
え
ま
す
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
ベ
ー
ス
に
置
き
、
こ
れ
に
財
形

年
金
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
老
後

資
産
形
成
の
基
本
と
な
り
ま
す
。
安
全
性
の
高
い

預
貯
金
を
上
積
み
し
た
い
な
ら
財
形
年
金
、
投
資

資
金
を
上
積
み
し
た
い
な
ら
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
選
ぶ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

財
形
年
金
や
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
や
む
を
得
な
い
場

合
は
い
つ
で
も
解
約
で
き
る
こ
と
が
資
産
管
理
上

は
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
た
だ
し
非
課
税
メ
リ
ッ
ト
は

減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
＋
財
形
年
金
」
あ
る
い
は
「
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
＋
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
で
老
後
資
産
形
成
を
ス
タ
ー
ト

し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
【
図
表
２
】。

し
非
課
税
投
資
期
間
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

売
却
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
そ
の
時
点
で
運
用
益

非
課
税
と
し
て
受
け
取
り
、
税
制
メ
リ
ッ
ト
は
終

了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
売
却
し
て
い
な
い
資

産
は
引
き
続
き
非
課
税
投
資
が
可
能
）。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
何
度
売
買
を
し
て
も
か
ま
い
ま

せ
ん
が
、
原
則
と
し
て
60
歳
ま
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
掛
金
の
減
額
や
増
額
、
積

立
中
断
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
ベ
ー
ス
に
財
形
と

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る

　

組
み
合
わ
せ
を
考
え
た
と
き
、
老
後
資
産
形
成

と
し
て
は
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
考
え

る
こ
と
が
適
当
で
し
ょ
う
。

　

所
得
税
・
住
民
税
の
軽
減
に
な
る
制
度
は
、
現

役
世
代
に
と
っ
て
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
と
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
有
利
な
条
件
を

利
用
し
な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
よ
く
、「
中
途
解
約
で
き
な
い

こ
と
が
よ
く
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
こ
と

老
後
資
産
形
成
に
関
し
て
は
中
途
解
約
の
誘
惑
か

ら
制
度
が
お
金
を
守
っ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が

い
い
と
思
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
月
１
・
２
万
円
あ
る
い
は

２
・
３
万
円
が
上
限
と
な
っ
て
お
り
、
毎
月
の
家

計
か
ら
少
し
ず
つ
コ
ツ
コ
ツ
と
老
後
の
財
産
作
り

を
行
う
も
の
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
は
解
約
は
絶
対

に
し
な
い
ぞ
、
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
早
く
か
ら
加
入
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。
40
歳
か
ら
加
入
す
れ
ば
20
年

【図表２】老後資産形成の考え方

両方開設しても可

早く始めて、
少額から
コツコツ増やす

解約はせず老後の
「虎の子」財産作り
と考える

iDeCo

安全に資産を
上積みしたいなら

リスクを取って
資産を増やし
たいなら

まずiDeCo開設を考える

Step １

財形年金やNISAの活用を考える

Step ２

財形年金

NISA
つみたてNISA

夫婦が各１口座持っても可

＋

＋


