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特
別
企
画

第
14
回 
金
融
教
育
に
関
す
る

小
論
文・
実
践
報
告
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式

昨
年
12
月
26
日
、金
融
広
報
中
央
委
員
会
は

「
第
14
回
金
融
教
育
に
関
す
る
小
論
文
・
実
践

報
告
コ
ン
ク
ー
ル
」の
表
彰
式
を
都
内
会
場
に

て
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、毎

年
、全
国
の
教
育
関
係
者
の
方
々
を
対
象
に
、

金
融
教
育
に
関
す
る
実
践
報
告
、研
究
結
果
、

提
言
な
ど
を
広
く
募
集
し
て
い
る
も
の
で
、

昨
年
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、応
募
作
品
21
編

の
な
か
よ
り
、特
賞
１
編（
実
践
報
告
部
門
）、

優
秀
賞
２
編（
実
践
報
告
部
門
）、奨
励
賞
４

編（
小
論
文
部
門
）、推
奨
実
践
事
例
賞
１
編

（
硏
究
校
部
門
）を
優
れ
た
作
品
と
し
て
表
彰

し
ま
し
た
。

　金融教育は、子どもたちをはじめとする人々の「生きる力」、すな
わち、自ら学び、考え、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決
する資質や能力を養ううえで大変大事な役割を果たしています。
　今回の入賞作品は、特賞１作品、優秀賞２作品、奨励賞４作
品、推奨実践事例賞１作品の合計８作品です。新たな視点や
試みがなされ、「社会に開かれた教育課程」、「主体的で対話的

な深い学び」という面でも取り組んでいただいており、金融教育
が質・量両面で着実に発展してきていることを確認しました。
　本日の受賞者の皆さま方には、学校におけるお金に関わる教
育に情熱を込めて取り組んでいただき、また、深く掘り下げて論じ
ていただきました。今後とも金融教育の一層の広がりに向けてご
尽力いただきますようお願いいたします。

　今回のコンクールでは、2017年３月末に告示された次期学習指
導要領に明記された「社会に開かれた教育課程」や「起業を通
じた金融のしくみの学習」が金融教育において大変有意義な形
で実践されていることを示す力強い作品が多数寄せられました。
　昨今起業をテーマに取り上げている事例が多くなっています
が、実践的な問題解決を金融教育を通じて経験させることで起
業に求められる優れたリーダーの発掘、グループとしてのアイデン

ティティの発揮に繋がるものと期待しています。小論文は奨励賞
4編となりましたが、新たな視点や試みも多くあり来年も期待が高
まります。
　特賞、優秀賞、推奨実践事例賞を受賞された皆さまの優れた
作品が広く取り上げられ、金融教育への機運がより一層高まるこ
とを願っています。

吉國 眞一
金融広報中央委員会
会長

松島 斉氏
東京大学大学院教授

最終審査会の様子

前列左から：小谷 勇人氏、西村 仁明氏、横山 省一氏、小原 由紀夫氏

コンクールの概要

開催挨拶

審査員代表による講評

主 催 金融広報中央委員会

後 援 金融庁、文部科学省、日本銀行

応募資格

幼稚園教諭、小学校・中学校・高等学校・高等
専門学校・高等専修学校教員、教職課程在籍
または教職を目指す大学生、大学院生、大学
教官等研究者

募集部門 小論文部門、実践報告部門、研究校部門

賞

小論文部門・実践報告部門
特賞：	 1編（賞状・賞金30万円）
優秀賞：各部門2編（賞状・賞金10万円）
奨励賞：各部門３編（賞状・賞金３万円）
研究校部門
推奨実践事例賞：１～２編（賞状・賞金５万円）

第14回 最終審査員 （敬称略）

大杉	昭英	 	独立行政法人教職員支援機構次世代型教育推進センター	上席フェロー
神山	久美	 山梨大学大学院准教授
河野	公子	 聖徳大学大学院講師
松島	斉	 東京大学大学院教授
向山	行雄	 帝京大学大学院教授
内藤	誠吾	 NHK制作局第1制作センター　経済・社会情報番組部長
鶴海	誠一	 日本銀行情報サービス局長
吉國	眞一	 金融広報中央委員会会長
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筆者の勤務校では2011年より起業家のあり方（起業家精神）を学びながらさまざまな問題を解
決していく学習プログラムに取り組んでいる。この実践報告は、2016年の取り組みを取り上げ
たものである。具体的には、実施計画と生徒の活動内容（模擬会社の設立、資金集め、仕入れ、販売、
収支決算）を紹介し、これらの活動を通じて生徒たちがさまざまな力を身に付けた実績、そして
この取り組みのキャリア教育としての意義について報告している。

今回受賞された先生方に、金融教育に対する考え方や今後の取り組みについてお話を伺いました。

※ここで紹介した特賞、優秀賞、推奨実践事例賞の各受賞作品の全文は、「知るぽるとホームページ」でご覧いただけます。
https://www.shiruporuto.jp/education/contest/container/concours_kyoin/2017/ 

西村 仁明氏
山口県
周防大島町立東和中学校教諭

アントレプレナーシップにおける金融教育
　　～東和中学校のアントレプレナーシップの実践報告～

実践報告部門

特賞

Prize 
Winner's 

な
ぜ
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
取

り
組
ん
だ
の
で
す
か
？

　

Ａ
Ｉ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
発
達
に
よ
っ

て
、現
在
人
間
が
行
っ
て
い
る
仕
事
が
今

後
ロ
ボ
ッ
ト
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
ま
す
。
生
徒
た
ち
が
学
校
を

卒
業
し
て
職
業
を
選
択
す
る
こ
ろ
に
は
、

こ
の
こ
と
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
ロ
ボ
ッ
ト
が
人

間
を
代
替
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、こ
れ
か
ら
の
中
学
生
に
は
、

新
し
い
仕
事
を
考
え
出
す
力
、ロ
ボ
ッ
ト

よ
り
も
人
間
が
優
位
に
立
つ
と
考
え
ら
れ

る
能
力（
創
造
性
や
企
画
力
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
能
力
）を
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。そ
れ
は
、ま
さ
に
新
し
い
こ
と
に

挑
戦
す
る
力
を
養
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
起
業
家
精
神
を
学
び
な
が
ら
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
解
決
し
て
い
く
学
習
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、ま
さ
に
現
代
の
中
学
生
に
効

果
的
な
学
習
だ
と
考
え
ま
し
た
。

取
り
組
ん
で
み
て
何
が
大
き
く
変
わ
り

ま
し
た
か
？

　

販
売
実
習
に
あ
た
っ
て
、生
徒
た
ち
は
、

実
際
に
１
株
５
０
０
円
で
会
社
運
営
資
金

を
集
め
、こ
れ
を
元
手
に
仕
入
れ
交
渉
を

行
う
と
と
も
に
、協
賛
企
業
を
募
っ
て
新

聞
折
込
広
告
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の
過
程

で
、生
徒
た
ち
は
ノ
ル
マ
を
課
せ
ら
れ
、ま

た
大
人
相
手
に
厳
し
い
交
渉
の
局
面
に
立

た
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
生
徒
た

ち
は
、こ
う
し
た
経
験
を
通
じ
て
、人
か

ら
預
か
っ
た
お
金
を
管
理
す
る
こ
と
の
責

任
や
社
会
の
厳
し
さ
を
実
感
す
る
と
と
も

に
、重
圧
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
苦
難
を
乗
り
越
え
よ
う

と
す
る
気
概
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
。さ
ら
に
、仕
事
に
対
す
る
考
え
方

が
大
き
く
変
化
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、

描
い
た
将
来
の
夢
の
実
現
を
追
い
求
め
よ

う
と
す
る
姿
勢
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今
後
は
ど
の
よ
う
に
金
融
教
育
に
取
り

組
ん
で
い
く
お
考
え
で
す
か
？

　

課
題
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、教
員

の
人
事
異
動
が
あ
っ
て
も
、こ
の
取
り
組

み
を
本
校
に
お
い
て
継
続
さ
せ
る
に
は

何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点

は
、論
文
で
も
触
れ
た
の
で
す
が
、出
資

を
募
っ
て
か
ら
販
売
実
習
、決
算
ま
で
の

一
連
の
流
れ
に
関
す
る
指
導
計
画
を
明
確

に
す
る
こ
と
、こ
の
学
習
を
通
じ
て
生
徒

に
何
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
の
か
に
つ
い

て
、教
職
員
の
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が

大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
れ
が
、販
売

実
習
を
単
な
る「
お
店
屋
さ
ん
ご
っ
こ
」に

し
な
い
こ
と
に
も
繋
が
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、起
業
に
関
す
る
学
習
や
金

融
教
育
は
、通
っ
て
い
た
学
校
で
た
ま
た

ま
経
験
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、小

学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
、一
貫
し
て
経

験
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
、本
校
の
校
区
内
に
あ
る
小
学
校

で
も
起
業
に
関
す
る
教
育
に
取
り
組
ん
で

い
る
ほ
か
、本
校
が
連
携
型
中
高
一
貫
教

育
を
実
施
し
て
い
る
山
口
県
立
周
防
大
島

高
等
学
校
は
、地
元
漁
協
や
企
業
な
ど
地

域
と
連
携
し
て
商
品
開
発
や
販
売
を
行
う

な
ど
の
活
動
が
活
発
で
す
。
こ
う
し
た
恵

ま
れ
た
環
境
を
生
か
し
て
、小
中
高
と
連

携
し
た
総
合
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践

に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

審
査
員
の
講
評

　

次
期
学
習
指
導
要
領
に
関
連
し
て
注
目

さ
れ
る
起
業
に
関
す
る
授
業
実
践
に
つ
い

て
、商
品
企
画
、株
主
募
集
、道
の
駅
で
の

商
品
販
売
、会
計
監
査
を
経
て
、株
主
総
会

の
開
催
、配
当
ま
で
、企
業
活
動
の
よ
り
多

く
の
側
面
を
体
験
さ
せ
る
実
践
で
あ
り
、

「
企
業
会
計
」に
も
触
れ
て
い
る
点
が
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
。



な
ぜ
金
融
教
育
に
取
り
組

み
始
め
た
の
で
す
か
？

　

教
師
と
な
っ
て
３
年
目

に
、公
民
で
初
め
て
経
済
分

野
の
授
業
を
行
っ
た
際
、生

徒
の
「
経
済
と
か
金
融
っ
て

難
し
い
な
」と
困
惑
す
る
表

情
を
見
た
の
が
き
っ
か
け
で

す
。
金
融
教
育
に
力
を
入
れ

る
必
要
性
を
感
じ
、そ
の
最

も
効
果
的
な
取
り
組
み
が
体

験
的
な
活
動
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
自
ら
教
材
開
発

に
乗
り
出
し
ま
し
た
。

取
り
組
ん
で
み
て
何
が
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
か
？

　

１
年
間
の
取
り
組
み
の
な

か
で
生
徒
は
、教
師
の
指
導

を
待
つ
受
け
身
の
姿
勢
か
ら

自
分
た
ち
で
課
題
を
見
出
し

て
は
探
究
を
繰
り
返
す
よ
う

に
な
り
、主
体
的
な
姿
勢
へ

の
変
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
向
上

す
る
な
ど
実
生
活
に
も
大
き

な
影
響
が
み
ら
れ
ま
し
た
。多

く
の
生
徒
に
、自
分
も
必
ず
何

か
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ

と
い
う
自
信
が
つ
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、生
徒

た
ち
の
地
域
に
対
す
る
誇
り

や
愛
情
を
大
い
に
喚
起
で
き

た
こ
と
も
成
果
の
一
つ
で
す
。

今
後
は
ど
の
よ
う
に
金
融

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
く

お
考
え
で
す
か
？

　

今
回
の
実
践
に
よ
っ
て
、

指
導
計
画
の
理
論
化
や
手

順
が
学
校
の
財
産
と
し
て
共

有
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
本
校
で
は
す
で
に
他
学

年
で
同
様
の
取
り
組
み
を
始

め
る
な
ど
学
年
を
越
え
て
継

続
的
に
金
融
教
育
に
取
り
組

ん
で
い
く
流
れ
が
で
き
つ
つ

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
校
の

新
し
い
伝
統
に
な
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、教
科
の

垣
根
を
越
え
て
、全
教
科
で

一
つ
の
活
動
に
従
事
で
き
る

取
り
組
み
を
作
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

審
査
員
の
講
評

　

中
学
校
に
お
け
る
模
擬
企

業
設
立
の
体
験
学
習
を
地
元

企
業
と
多
角
的
に
連
携
し
な

が
ら
丁
寧
に
実
施
し
て
お

り
、地
域
創
生
に
も
繋
が
る
内

容
で
あ
る
こ
と
、レ
ポ
ー
ト

と
し
て
大
変
よ
く
ま
と
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま

し
た
。
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筆者は、教室での授業において、如何に具体的な経験を伴った授業を行うかという問題意識を持っ
ている。その筆者は、中学３年生の社会科・公民分野の授業で投資と経営を取り扱うにあたり、株
主・銀行・経営者の役割を演じるロールプレイングゲームを開発し、生徒たちがそれぞれの立場で
資金を増やすことを考えさせた。論文では、この教材を使って、株式投資や企業経営に関する主体
的な学びを実現した取り組みについて紹介している。

「日本の食料自給率を高めるために何が必要か？」。この問題を生徒たちと考えるなかで、筆者は、
生徒たちが地域の生の声を聞き、農業が置かれている現状に向き合わなければ絵空事の学習に終
始してしまうと考えた。そこで「六次産業化」のアイディアを取り入れたうえで、地域の六次産業化
の中心に学校を据え、農家などの協力を得ながら中学生が自ら農産物を栽培し、その農産物を原料
とする新商品の開発、販売を食品加工業者、小売店などと連携して行う授業実践を試みた。

横山 省一氏
東京都
本郷中学校・高等学校教諭

小谷 勇人氏
埼玉県	
春日部市立中野中学校教諭

経験学習モデルによる株式投資と経営の授業
　　　　　　　　　　　～金融教育における主体的な学習活動の実践～

六次産業化を意識した起業家教育
　～中学生が地元の農作物を栽培し、商品開発・販売するまでの取り組み～

な
ぜ
金
融
教
育
に
取
り
組

み
始
め
た
の
で
す
か
？

　

お
金
に
関
す
る
最
低
限
の

知
識
や
考
え
方
を
し
っ
か
り

と
身
に
付
け
る
こ
と
は
、自
分

を
守
る
力
、つ
ま
り「
生
き
る

力
」に
直
結
し
ま
す
。
金
融
教

育
は
、生
徒
が
社
会
に
出
た
と

き
に
困
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
取
り
組
み
の

一
環
と
し
て
始
め
ま
し
た
。

取
り
組
ん
で
み
て
何
が
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
か
？

　

今
回
の
実
践
で
は
、「
経
験

学
習
モ
デ
ル
」に
基
づ
く
学

習
プ
ロ
セ
ス
を
実
現
し
ま
し

た
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
不
可
欠
と

な
る
資
金
調
達
に
お
け
る

直
接
金
融
と
間
接
金
融
の
違

い
、リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
の

関
係
、情
報
を
適
切
に
理
解

し
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
の

重
要
性
な
ど
、投
資
と
経
営

ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
金
融
全
般

に
関
わ
る
深
い
学
び
を
実
践

で
き
た
と
思
い
ま
す
。
大
学

生
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中

学
生
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
し
た

の
で
す
が
、ゲ
ー
ム
を
取
り

入
れ
た
こ
と
で
生
徒
が
主
体

的
に
参
加
し
、教
室
が
明
る

く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、生
徒

が
学
習
に
意
義
を
感
じ
な
が

ら
授
業
を
受
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
し
、株
価
や
金
融

政
策
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を

持
つ
生
徒
も
増
え
た
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。

今
後
は
ど
の
よ
う
に
金
融

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
く

お
考
え
で
す
か
？

　

多
く
の
教
育
関
係
者
に
私

が
開
発
し
た
授
業
を
実
践
し

て
も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。
学
校
の
特
色
に
よ
っ

て
、同
じ
内
容
の
授
業
の
実

践
か
ら
ど
の
よ
う
な
結
果
が

得
ら
れ
る
か
も
研
究
で
き
ま

す
し
、金
融
教
育
の
裾
野
も

広
が
っ
て
い
く
の
で
は
と
考

え
て
い
ま
す
。
ま
た
、数
学
や

理
科
な
ど
教
科
横
断
的
な
要

素
も
取
り
入
れ
た
授
業
に
つ

い
て
も
研
究
し
て
い
ま
す
。

審
査
員
の
講
評

　

ゲ
ー
ム
と
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

ン
グ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で

生
徒
が
楽
し
み
な
が
ら
学
ん

で
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ

た
こ
と
、比
較
的
限
ら
れ
た

授
業
時
間
で
株
式
投
資
と
企

業
経
営
の
仕
組
み
を
深
く
学

ば
せ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ

れ
ま
し
た
。

実践報告部門

優秀賞

実践報告部門

優秀賞



な
ぜ
金
融
教
育
に
取
り
組

み
始
め
た
の
で
す
か
？

　

児
童
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
見

を
出
し
合
い
、そ
れ
を
取
り
入

れ
な
が
ら
企
画
を
立
て
る
こ

と
で
、学
習
意
欲
を
高
め
、金

融
経
済
活
動
の
意
義
を
理
解

し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、金

融
教
育
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

６
年
生
の
伝
統
行
事
で
あ
っ

た「
ブ
ド
ウ
作
り
」も
、視
点
を

変
え
れ
ば
地
域
と
の
関
わ
り

を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、キ
ャ

リ
ア
教
育
に
繋
が
る
活
動
に

な
る
と
考
え
ま
し
た
。

取
り
組
ん
で
み
て
何
が
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
か
？

　

最
も
変
わ
っ
た
の
は
や
は

り
子
ど
も
た
ち
の
意
識
で

す
。
こ
れ
ま
で「
や
ら
さ
れ
て

い
た
」ブ
ド
ウ
作
り
が
、「
自

ら
進
ん
で
や
る
」こ
と
に
大

き
く
変
化
し
ま
し
た
。
自
分

た
ち
の
会
社
が
作
る
ブ
ド
ウ

の
収
穫
量
と
販
売
量
を
増
や

す
に
は
何
を
す
る
と
よ
い
の

か
。
市
場
調
査
を
行
い
、需
要

と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え

な
が
ら
自
分
た
ち
で
決
定
し

て
い
く
姿
、修
学
旅
行
の
前

日
ま
で
作
業
を
行
う
姿
な
ど

驚
き
の
連
続
で
し
た
。
地
域

や
保
護
者
の
方
々
か
ら
の
積

極
的
な
協
力
も
得
る
こ
と
が

で
き
、地
元
と
の
結
び
つ
き

を
一
層
深
め
る
こ
と
に
も
繋

が
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
後
は
ど
の
よ
う
に
金
融

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
く

お
考
え
で
す
か
？

　

現
在
は
転
勤
に
伴
い
学
校

が
変
わ
り
ま
し
た
が
、こ
こ
で

も
金
融
教
育
の
視
点
を
取
り

入
れ
な
が
ら
地
域
の
特
色
を

授
業
に
生
か
し
て
い
こ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。ま
だ
昨
年
の

よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活

動
は
で
き
ま
せ
ん
が
、子
ど
も

た
ち
の
意
欲
を
少
し
ず
つ
高

め
な
が
ら
、地
元
特
産
の「
島

立
キ
ュ
ウ
リ
」を
素
材
に
し
た

金
融
教
育
を
実
践
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

審
査
員
の
講
評

　

地
元
の
農
産
物
で
あ
る
ブ

ド
ウ
の
栽
培
を
子
ど
も
た
ち

に
丁
寧
に
体
験
さ
せ
て
お

り
、地
元
企
業
に
ワ
イ
ン
の

醸
造
を
委
託
し
て
い
る
点
や

販
売
す
る
う
え
で
看
板
制
作

な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る

点
な
ど
が
高
く
評
価
さ
れ
ま

し
た
。

https://www.shiruporuto.jp/education/
知るぽると　教育関係の方へ

くらし塾 きんゆう塾 2018年春号23

　今回の入賞作品に触れて、もっと金融教育のことを知りたいと思った方も多い
ことでしょう。そんな皆さんには、まず「金融教育プログラム－社会の中で生きる
力を育む授業とは－」（全面改訂版）をひも解いていただきたいと思います。
　この本では、現場の先生方および有識者の協力を得て、学校における金融教育を
より効果的に進めるための小学校、中学校、高等学校における金融教育のあり方や
関連する教科等の指導計画例を紹介しています。2007年２月に発行して以来、金
融教育の体系書として全国の先生方に活用いただいています。
　また、本誌「くらし塾	きんゆう塾」でも、金融教育の授業がどのように進められ
ているのか、教育現場に立つ先生や授業を受ける生徒の姿をレポートする「金融教
育の現場レポート」を連載しています。これまで、37名の先生方の授業をレポート
してきました。こちらもぜひ、ご覧ください。

前任校で行われていた「ブドウ栽培」は、児童にとっては「６年生になったからブドウを作る」といっ
た受け身のものでしかなかった。筆者は、これを金融教育の視点から捉え直し、そこに「キャリア教
育」、「商品作り」、「栽培と販売を通じて社会の仕組みを学ぶ」などの可能性を見出した。例年行われ
ていた行事の再構成を試み、模擬会社を設立し、児童自身に企画実践させる形でプロジェクトを立
ち上げ、ブドウ作りや販売活動に取り組むこととした。本論文は、約１年間をかけて行われた授業
実践の記録を紹介したものである。

中学校社会科の歴史学習における金融教育の教材開発
　〜世界恐慌を題材に〜

北海道教育大学札幌校	国際経済研究室
知野	菜奈美	（4年）	 板垣	知志	（4年）
大沼	美咲	（4年）	 鈴木	柴乃	（4年）
森本	拓斗	（4年）	 米山	朋希	（4年）

ICTによるアクティブ型の金融教育を目指す
　〜ディーパーラーニング（Deeper Learning）による金融システムの理解〜

難波	繁之（北海道	旭川市立愛宕東小学校特別支援教育指導員）

事前調査を踏まえた大学における金融教育の実践と
その効果測定
西尾	圭一郎（愛知県	愛知教育大学講師）

大学における「金融教育研究の教育」の実践例
　〜新たな金融教育手法にかかる提言〜

大倉	真人（京都府	同志社女子大学准教授）

※次回、「第15回 金融教育に関する小論文・実践報告コンクール」は、2018年6月ごろ募集開始予定です。

小原 由紀夫氏
長野県
松本市立島立小学校講師

さらに小論文部門の次の作品が奨励賞を受賞しました。　（敬称略）

みんなの山辺っ子カンパニー
                     ～ブドウ作りから学んだこと～

硏究校部門

推奨実践事例賞

金融教育についてもっと知りたい方へ 「金融教育プログラム－社会の中で生きる
力を育む授業とは－」「金融教育の現場レ
ポート」は、知るぽるとWEBサイトでもご覧
いただけます。
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