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第
だい

１章
しょう

 子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつどう

推進
すいしん

計画
けいか く

策定
さ く て い

の趣旨
し ゅ し

                               

 

１ 本市
ほ ん し

の子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

策定
さ く て い

の経緯
け い い

 

平成
へいせい

２年
ねん

９月
がつ

、紛争
ふん そ う

や暴力
ぼうりょく

、貧困
ひんこん

、環境
かんきょう

問題
もんだい

などにより、子
こ

どもの人権
じ ん けん

に対
たい

して世界的
せ か い て き

に懸念
け ね ん

が高
たか

まるなか、世界
せ か い

初
はつ

の「子
こ

どものための世界
せ か い

サミット」が国連
こ く れ ん

本部
ほ ん ぶ

で開
ひら

かれ、

「子
こ

どもを政治
せ い じ

の最優先
さいゆうせん

に」することが誓
ちか

い合
あ

われました。 

こうした状況
じょうきょう

を背景
はいけい

に、子
こ

どもの人権
じ ん けん

の状況
じょうきょう

については、国際間
こ く さ い か ん

のさらなる努力
ど り ょ く

が必要
ひつ よ う

 

であるとともに、「２０世紀
せ い き

の反省
はんせい

と教訓
きょうくん

の上
う え

に立
た

って、新
あたら

しい世紀
せ い き

を担
にな

う地球上
ちきゅうじょう

のすべて

の子
こ

どもたちに、人権
じ ん けん

を尊重
そんちょう

し、恒久
こうきゅう

平和
へ い わ

の実現
じつげん

と繁栄
はんえい

に努
つ と

め、伝統的
でん と う て き

な文化
ぶ ん か

遺産
い さ ん

を

継承
けいしょう

することを託
た く

さなければならない」との考
かんが

えのもと、国
く に

は、言葉
こ と ば

、感性
かんせい

、情緒
じょうちょ

、表現力
ひょうげんりょく

、

創造力
そうぞうりょく

などを豊
ゆた

かにする読書
ど く し ょ

の計
はか

り知
し

れない価値
か ち

に期待
き た い

し、同
ど う

１２年
ねん

、国際
こ く さ い

子
こ

ども

図書館
と し ょ か ん

を開館
かいかん

するとともに、同年
ど うね ん

を子
こ

ども読書年
ど く し ょ ね ん

※１とすることが、国会
こ っ かい

において採択
さ い た く

され

ました。 

これらの理念
り ね ん

をもとに、子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
すい しん

するため、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

や国
く に

および地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の責務
せ き む

などを定
さ だ

めた「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する

法律
ほ う り つ

」（以下
い か

、「同法
ど う ほ う

」という。）が同
ど う

１３年
ねん

１２月
がつ

に公布
こ う ふ

されました。 

この法律
ほ う り つ

の趣旨
し ゅ し

を具体的
ぐ た い て き

に推進
すい しん

していくため、同法
ど う ほ う

第
だい

八
はち

条
じょう

に基
も と

づき、国
く に

は同
ど う

１４年
ねん

８月
がつ

 

に「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
けいか く

」（第
だい

一
いち

次
じ

）を策定
さ く て い

し、続
つづ

いて同法
ど う ほ う

第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

１項
こ う

に基
も と

づき、大阪府
お お さ か ふ

が同
ど う

１５年
ねん

１月
がつ

に「子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」（第
だい

１次
じ

）

を策定
さ く て い

しました。 

これら国
く に

と大阪府
お お さ か ふ

の計画
けいか く

策定
さ く て い

を踏
ふ

まえ、本市
ほ ん し

においても、子
こ

ども関連
かんれん

部署
ぶ し ょ

および施設
し せ つ

が一体
いったい

となり、体系
たいけい

づけられた施策
し さ く

のもと効果的
こ う か て き

に子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に取
と

り組
く

む

ことを趣旨
し ゅ し

に、同法
ど う ほ う

第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

２項
こ う

に基
も と

づき、同
ど う

１９年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

１次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」（以下
い か

、「第
だい

１次
じ

計画
けいか く

」という。）を策定
さ く て い

しました。 

その後
ご

、おおむね５年
ねん

ごとに各
か く

次
じ

計画
けいか く

における課題
か だ い

や社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

などを踏
ふ

まえつ

つ更新
こ う し ん

することとし、同
ど う

２６年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

２次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」（以下
い か

、

「第
だい

２次
じ

計画
けいか く

」という。）を、また同
ど う

３１年
ねん

３月
がつ

には「第
だい

３次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」（以下
い か

、「第
だい

３次
じ

計画
けいか く

」という。）を策定
さ く て い

のもと、本
ほん

市
し

の子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の

向上
こうじょう

に努
つ と

めているところです。 

 

２ 本市
ほ ん し

計画
けいか く

の位置
い ち

づけ 

本市
ほ ん し

の子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

は、前節
ぜんせつ

のとおり、「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

す



2 

 

る法律
ほ う り つ

」第
だい

九
きゅう

条
じょう

第
だい

２項
こ う

の規定
き て い

に基
も と

づき、国
く に

が策定
さ く て い

する「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

す

る基本的
き ほ ん て き

な計画
けいか く

」および大阪府
お お さ か ふ

が策定
さ く て い

する「子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」を踏
ふ

まえて策定
さ く て い

しています。 

また、本市
ほ ん し

の施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

を定
さ だ

める「第
だい

６次
じ

総合
そ う ご う

計画
けいか く

」（【分野
ぶ ん や

４】学
ま な

び、文化
ぶ ん か

、スポー 

ツから働
はたら

きかける夢
ゆめ

づくり）、および本市
ほ ん し

教育
きょういく

行政
ぎょうせい

の方向性
ほ う こ う せ い

や施策
し さ く

を定
さ だ

める「教育
きょういく

振興
し ん こ う

基本
き ほ ん

計画
けいか く

」の分野
ぶ ん や

別
べつ

計画
けいか く

として位置
い ち

づけられています。 

 

＜計画
けいか く

の位置
い ち

づけ（イメージ図
ず

）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

 

計画
けいか く

を推進
すい しん

するにあたっては、柱
はしら

となる変
か

わらぬ基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

を定
さ だ

めており、各
か く

次
じ

計画
けいか く

にお 

いて理念
り ね ん

としての機能
き の う

を果
は

たしています。 

 

１ 子
こ

どもが読書
ど く し ょ

に親
し た

しむ機会
き か い

の提供
ていきょう

 

家庭
か て い

、地域
ち い き

、学校
が っ こ う

等
と う

で、子
こ

どもが読書
ど く し ょ

の楽
たの

しさを知
し

り、 自
みずか

ら進
すす

んで読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を広
ひろ

げられるよう、読書
ど く し ょ

機会
き か い

の拡大
か くだい

を図
はか

ります。 

四
條
畷

し
じ
ょ
う
な
わ
て

市 し

子 こ

ど
も
読 ど

く

書 し
ょ

活 か
つ

動 ど
う

推 す
い

進 し
ん

計 け
い

画 か
く 

第
だい

６次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

 

【分
ぶん

野
や

４】学
まな

び、文
ぶん

化
か

、

スポーツから 働
はたら

きかける

夢
ゆめ

づくり  

分
ぶん

野
や

別
べつ

 

計
けい

画
かく

 

教
きょう

育
いく

振
しん

興
こう

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

（令和
れ い わ

４年
ねん

度
ど

～１７年
ねん

度
ど

） 

【基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

1】主
しゅ

体
たい

的
てき

に

考
かんが

え行
こう

動
どう

する「生
い

きる

力
ちから

」を育
はぐく

む教
きょう

育
いく

の推進
すいしん

 

【基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

4】豊
ゆた

かな 生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

活
かつ

動
どう

と地
ち

域
いき

を創
そう

造
ぞう

する学
まな

びの支
し

援
えん

 

分
ぶん

野
や

別
べつ

 

計
けい

画
かく

 

「子
こ

どもの読
どく

書
しょ

活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する

法
ほう

律
りつ

」（平
へい

成
せい

13年
ねん

12月
がつ

公布
こ う ふ

）  

整
せい

合
ごう

・  

連
れん

動
どう

 

国
くに

「子
こ

どもの読
どく

書
しょ

活
かつ

動
どう

の推
すい

進
しん

に関
かん

す

る基
き

本
ほん

的
てき

な計画
けいかく

」  
整
せい

合
ごう

・  

連
れん

動
どう

 

大
おお

阪
さか

府
ふ

 

「子
こ

ども読
どく

書
しょ

活
かつ

動
どう

推
すい

進
しん

計
けい

画
かく

」  
整
せい

合
ごう

・  

連
れん

動
どう
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２ 読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

、充実
じゅうじつ

 

子
こ

どもの身近
み ぢ か

に、読
よ

みたくなるような魅力的
み り ょ く て き

な本
ほん

があり、いつでもどこでも読
よ

めるよ

うな読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

、充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 

３ 家庭
か て い

、地域
ち い き

、学校
が っ こ う

等
と う

を通
つ う

じた社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

での取組
と り く

みの推進
すい しん

 

子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を支
さ さ

え、活性化
か っ せ い か

していくために、家庭
か て い

を核
か く

としながら、地域
ち い き

、学校
が っ こ う

、

図書館
と し ょ か ん

が一体
いったい

となり、子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を推進
すい しん

します。 

４ 子
こ

ども読書
ど く し ょ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

と啓発
けいはつ

 

保護者
ほ ご し ゃ

をはじめ、子
こ

どもに関
かか

わる大人
お と な

が読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の意義
い ぎ

や推進
すい しん

について関心
かんしん

と

理解
り か い

を深
ふか

めてもらうため、情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つ と

めつつ、啓発
けいはつ

事業
じ ぎ ょ う

を行
おこな

います。 

併
あわ

せて、子
こ

どもが積極的
せっきょくてき

に読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を行
おこな

う意欲
い よ く

を高
たか

めるため設
も う

けられた４月
がつ

２３

日
にち

の「子
こ

ども読書
ど く し ょ

の日
ひ
※２」の効果的

こ う か て き

な啓発
けいはつ

広報
こ う ほ う

に取
と

り組
く

みます。 

 

４ 第
だい

４次
じ

計画
けいか く

策定
さ く て い

の趣旨
し ゅ し

 

本市
ほ ん し

が第
だい

３次
じ

計画
けいか く

を策定
さ く て い

してから５年
ねん

が経過
け い か

しました。この間
かん

、図書館
と し ょ か ん

や読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

を

取
と

り巻
ま

く社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

が多方面
た ほ う め ん

でみられました。 

ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）※３を始
は じ

めとする ICT（情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

）関連
かんれん

の発達
はったつ

は一層
い っ そ う

顕著
け ん ち ょ

であるほか、ChatGPT※４などの AI技術
ぎ じ ゅ つ

の発展
は っ てん

、また学校
が っ こ う

でのＧＩＧＡ

スクール構想
こ う そ う

※５の導入
どうにゅう

など、社会
し ゃ かい

における情報
じょうほう

のデジタル化
か

が年々
ねんねん

速度
そ く ど

を増
ま

しています。 

情報
じょうほう

のデジタル化
か

の進展
し ん てん

は、求
も と

める情報
じょうほう

が容易
よ う い

に得
え

られる反面
はんめん

、情報
じょうほう

過多
か た

を招
まね

きやす

いため、情報
じょうほう

の取捨
し ゅ し ゃ

選択
せんた く

能力
のうりょく

が必要
ひつ よ う

となります。こうした情報
じょうほう

リテラシー※６の観点
かんてん

におい

ては、読解力
どっかいりょく

や思考力
し こ う り ょ く

が育
はぐく

まれる読書
ど く し ょ

は資
し

するところが大
おお

きいといえ、情報
じょうほう

のデジタル化
か

が進
すす

めば進
すす

むほど、読書
ど く し ょ

から得
え

られる意義
い ぎ

は大
おお

きくなっているといえます。 

また、この５年間
ねんかん

の社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

においては、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

拡大
か くだい

（以下
い か

、

「コロナ禍
か

」という。）の影響
えいきょう

は看過
か ん か

できません。外出
がいしゅつ

制限
せいげん

や学校
が っ こ う

の休業
きゅうぎょう

など、私
わたし

たちの

生活
せいかつ

は大
おお

きな変化
へ ん か

を強
し

いられました。図書館
と し ょ か ん

においても例外
れいがい

ではなく、長期
ち ょ う き

にわたる休館
きゅうかん

や利用
り よ う

制限
せいげん

の実施
じ っ し

を余儀
よ ぎ

なくされ、第
だい

２章
しょう

で触
ふ

れるとおり、図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の習慣
しゅうかん

が途切
と ぎ

れ

たと思
おも

われる市民
し み ん

が多
おお

くみられる状況
じょうきょう

となりました。 

その他
ほか

にも、益々
ますます

進
すす

む少子
し ょ う し

高齢化
こ う れ い か

と人口
じ ん こ う

減少
げんしょう

による図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

状況
じょうきょう

の変化
へ ん か

、また

SDGｓ※７の考
かんが

え方
かた

の浸透
し ん と う

による教育
きょういく

や人権
じ ん けん

に対
たい

する関心
かんしん

の高
たか

まりなど、図書館
と し ょ か ん

や読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

を取
と

り巻
ま

く社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

は枚挙
ま い き ょ

にいとまがないほどです。 

なかでも、令和
れ い わ

４年
ねん

に始
は じ

まったウクライナ戦争や令和
れ い わ

５年
ねん

に勃発
ぼっぱつ

したパレスチナでの紛
ふん

争
そ う

は重要
じゅうよう

と考
かんが

えます。日々
ひ び

戦地
せ ん ち

の惨状
さんじょう

が報
ほ う

じられており、本章
ほんしょう

の「１ 本市
ほ ん し

の子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

策定
さ く て い

の経緯
け い い

」で触
ふ

れた「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」制定
せいてい

の
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背景
はいけい

に平和
へ い わ

への希求
き き ゅ う

があるならば、「読書
ど く し ょ

の計
はか

り知
し

れない価値
か ち

」に今
い ま

こそ期待
き た い

すべき時
と き

です※A。 

こうした種々
しゅじゅ

の情勢
じょうせい

に鑑
かんが

み、第
だい

３次
じ

計画
けいか く

の計画
けいか く

期間
き か ん

が令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

を以
も っ

て終了
しゅうりょう

するに

あたって、各施策
か く し さ く

をより効果的
こ う か て き

なものにすることを趣旨
し ゅ し

に取組
と り く

みの見直
み な お

しを行
おこな

い、今後
こ ん ご

も

継続的
け い ぞ く て き

な読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

を図
はか

るため、「第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市子
し こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

」

（以下
い か

、「第
だい

４次
じ

計画
けいか く

」という。）を策定
さ く て い

することとします。 

 

５ 対象
たいしょう

年齢
ねんれい

と取組
と り く

み期間
き か ん

 

（１）対象
たいしょう

年齢
ねんれい

 

子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

第
だい

二
に

条
じょう

に定
さ だ

められるとおり、子
こ

どもをおおむ

ね１８歳
さ い

以下
い か

と定義
て い ぎ

し、本計画
ほんけいかく

の対象
たいしょう

年齢
ねんれい

とします。 

（２）取組
と り く

み期間
き か ん

 

大阪府
お お さ か ふ

が策定
さ く て い

する子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

に準
じゅん

じ、おおむね５年間
ねんかん

とします。 

    取組
と り く

み期間
き か ん

の開始
か い し

を令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

からとし、開始
か い し

から５年
ねん

経過後
け い か ご

、取組
と り く

みの検証
けんしょう

を行
おこな

 

ったうえ、次期
じ き

計画
けいか く

策定
さ く て い

の予定
よ て い

と第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の終了
しゅうりょう

時期
じ き

を決定
け っ てい

することとします。 

ただし、国
く に

や大阪府
お お さ か ふ

の子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

にかかる動向
ど う こ う

及
およ

び社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

な 

どを踏
ふ

まえ、必要
ひつ よ う

があれば見直
み な お

しを行
おこな

います。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

※1）子
こ

ども読書年
ど く し ょ ね ん

 

「読書
ど く し ょ

の持
も

つ計
はか

り知
し

れない価値
か ち

を認識
に ん し き

して、子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を国
く に

を挙
あ

げて

応援
お う え ん

するため」（参議院
さ ん ぎ い ん

決議
け つ ぎ

文
ぶん

より）、平成
へいせい

１２年
ねん

（２０００年
ねん

）５月
がつ

５日
か

のこどもの日
ひ

に、

国立
こ く り つ

国際
こ く さ い

子
こ

ども図書館
と し ょ か ん

が開館
かいかん

するのに合
あ

わせ、同
ど う

年
ねん

を子
こ

ども読書
ど く し ょ

年
ねん

とする国会
こ っ かい

決議
け つ ぎ

が同
ど う

１１年
ねん

（１９９９年
ねん

）８月
がつ

になされた。日本
に ほ ん

の国会
こ っ かい

史上
し じ ょ う

初
は じ

めて、「読書
ど く し ょ

」推進
すい しん

事業
じ ぎ ょ う

を

両院
りょういん

で決議
け つ ぎ

、採択
さ い た く

した。 

※２）子
こ

ども読書
ど く し ょ

の日
ひ

 

「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

第十条
だいじゅうじょう

」に４月
がつ

23日
にち

と定
さ だ

められている。 

国民
こ く み ん

の間
あいだ

に広
ひろ

く子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、子
こ

どもが

積極的
せっきょくてき

に読書
ど く し ょ

活動
かつど う

を行
おこな

う意欲
い よ く

を高
たか

めるために設
も う

けられた。 

※３）ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

ソーシャルネットワーキングサービス（Ｓｏｃｉａｌ  Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ）の略
りゃく

で、登録
と う ろ く
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された利用者
り よ う し ゃ

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

できるＷｅｂサイトの会員制
かいいんせい

サービス。 

※４）ChatGPT 

令和
れ い わ

４年
ねん

（２０２２年
ねん

）１１月
がつ

に発表
はっぴょう

された会話
か い わ

形式
け い し き

で文章
ぶんしょう

を生成
せいせい

するＡＩ（人工
じ ん こ う

知能
ち の う

）。「GPT」は「Gｅｎｅｒａｔｉｖｅ Pｒｅ－ｔｒａｉｎｅｄ Tｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ」の略
りゃく

。 

※５）ＧＩＧＡスクール構想
こ う そ う

 

令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

（２０１９年度
ね ん ど

）から始
は じ

まった児童
じ ど う

生徒
せ い と

にひとり１台
だい

の情
じょう

報
ほ う

端末
たんまつ

を配布
は い ふ

の

うえ、高速
こ う そ く

大容量
だいようりょう

の通信
つ う し ん

ネットワークを一体的
い っ たい て き

に整備
せ い び

する、教育
きょういく

のＩＣＴ（情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

）

化
か

に向
む

けた文部
も ん ぶ

科学省
か が く し ょ う

による取組
と り く

み。「ＧＩＧＡ」は「Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｇａｔｅ

ｗａｙ ｆｏｒ Ａｌｌ」の略
りゃく

。 

※６）情報
じょうほう

リテラシー 

さまざまな情報
じょうほう

を適切
てきせつ

に判断
はんだん

し、活用
かつよ う

する能力
のうりょく

。 

※７）SDGｓ 

平成
へいせい

２７年
ねん

（２０１５年
ねん

）９月
がつ

の国連
こ く れ ん

サミットで採択
さ い た く

された、１７のゴールと１６９のターゲ

ットからなる２０３０年
ねん

までに達成
たっせい

すべき持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

。「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ  Ｄｅｖｅｌ

ｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ」の略
りゃく

。 

 

注
ちゅう

 釈
しゃく

 

※A）本
ほん

から得
え

られる知識
ち し き

や言葉
こ と ば

の価値
か ち

については、ノーベル平和
へ い わ

賞
しょう

を受
じ ゅ

賞
しょう

したマララ・ 

ユスフザイ氏
し

が２０１３年
ねん

７月
つき

１２日
にち

に国連
こ く れ ん

本部
ほ ん ぶ

で行
おこな

ったスピーチが示唆
し さ

に富
と

んでいる。 

「（抜粋
ばっすい

）私
わたし

たちは言葉
こ と ば

の力
ちから

と強
つよ

さを信
し ん

じています。私
わたし

たちの言葉
こ と ば

で世界
せ か い

を変
か

えること

ができます。私
わたし

たちはともに、団結
だんけつ

して教育
きょういく

を求
も と

めているからです。その目的
も く て き

を達成
たっせい

する

ために、知識
ち し き

という武器
ぶ き

を装備
そ う び

し、連帯
れんたい

と団結
だんけつ

という盾
たて

で身
み

を守
ま も

ってゆこうではありませ

んか。～（中略
ちゅうりゃく

）～私
わたし

たちの兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

が、明
あか

るく平和
へ い わ

な未来
み ら い

を待
ま

ち望
のぞ

んでいることを忘
わす

れてはならないのです。ですから、本
ほん

とペンを手
て

に取
と

り、全
ぜん

世界
せ か い

の無学
む が く

、貧困
ひんこん

、テロに立
た

ち向
む

かいましょう。それこそ私
わたし

たちにとって最
もっと

も強力
きょうりょく

な武器
ぶ き

だからです。１人
ひ と り

の子
こ

ども、

１人
ひ と り

の教師
き ょ う し

、１冊
さつ

の本
ほん

、そして１本
ぽん

のペンが、世界
せ か い

を変
か

えられるのです。教育
きょういく

以外
い が い

に解決
かいけつ

策
さ く

はありません。教育
きょういく

こそ最
さ い

優先
ゆうせん

です。」（国際
こ く さ い

連合
れんご う

広報
こ う ほ う

センターのＷｅｂサイトより～

https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/4790/） 
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第
だい

２章
しょう

 本市
ほ ん し

第
だい

３次
じ

計画
けいか く

の取組
と り く

み状況
じょうきょう

                                         

 

１ 第
だい

３次
じ

計画
けいか く

における重点
じゅうてん

施策
し さ く

の状況
じょうきょう

 

第
だい

３次
じ

計画
けいか く

では、市立
し り つ

の保育所
ほ い く し ょ

とこども園
えん

、学校
が っ こ う

、そして家庭
か て い

・地域
ち い き

、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

と、

読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

を行
おこな

う場所
ば し ょ

別
べつ

に区分
く ぶ ん

のもと、推進
すい しん

のための施策
し さ く

を展開
てんかい

しました。 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に始
は じ

まったコロナ禍
か

の影響
えいきょう

により、一部
い ち ぶ

実施
じ っ し

に至
いた

らなかった施策
し さ く

があるもの

の、おおむね取
と

り組
く

めている状況
じょうきょう

です。 

 

＜第
だい

３次
じ

計画
けいか く

推進
すい しん

のための施策
し さ く

一覧
い ちらん

＞ 

場所
ば し ょ

 推進
すい しん

のための施策
し さ く

（第
だい

３次
じ

計画
けいか く

に記載
き さ い

のとおり表記
ひ ょ う き

） 

保育所
ほ い く し ょ

、こども園
えん

 子
こ

どもの好奇心
こ う き し ん

・探求
たんきゅう

心
し ん

を育
はぐく

む取組
と り く み

、保護者
ほ ご し ゃ

地域
ち い き

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

と啓発
けいはつ

、読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

、読書
ど く し ょ

に親
し た

しむ機会
き か い

の提供
ていきょう

など 

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

 読書
ど く し ょ

習慣
しゅうかん

の定着
ていちゃく

、読書
ど く し ょ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

、推進
すい しん

体制
たいせい

の強化
き ょ う か

、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

の機能
き の う

充実
じゅうじつ

など 

家庭
か て い

、地域
ち い き

 読書
ど く し ょ

の啓発
けいはつ

、絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせの実施
じ っ し

、本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

う場
ば

の

提供
ていきょう

、ブックスタート※８の実施
じ っ し

、ボランティア団体
だんたい

の活動
かつど う

に対
たい

する

支援
し え ん

など 

市立
し り つ

図書
と し ょ

館
かん

 ヤングアダルト※９へのサービス、児童書
じ ど う し ょ

の充実
じゅうじつ

と提供
ていきょう

、 

おはなし会
かい
※１０の実施

じ っ し

、行事
ぎ ょ う じ

の開催
かいさい

、学校
が っ こ う

への支援
し え ん

、図書
と し ょ

のリサ

イクルなど 

 

その中
なか

でも、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

の活性化
か っ せ い か

と中学生
ちゅうがくせい

の読書
ど く し ょ

離
ばな

れ対策
た い さ く

は、第
だい

２次
じ

計画
けいか く

実施
じ っ し

期間
き か ん

における大
おお

きな課題
か だ い

であったことから、第
だい

３次
じ

計画
けいか く

では重点
じゅうてん

施策
し さ く

と位置
い ち

づけました。 

 

①学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

の活性化
か っ せ い か

 

学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

（以下
い か

、施策
し さ く

名称
めいしょう

の場合
ば あ い

などを除
のぞ

き、文中
ぶんちゅう

では「図書室
と し ょ し つ

」という。）の

活性化
か っ せ い か

において、専任
せんにん

の職員
しょくいん

が配置
は い ち

されることが最重要
さいじゅうよう

事項
じ こ う

と考
かんが

え、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

から

段階的
だんかいてき

に専任
せんにん

職員
しょくいん

（学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

支援員
し え ん い ん

※１１。以下
い か

、「支援員
し え ん い ん

」という。）の配置
は い ち

を開始
か い し

し

ました。第
だい

２次
じ

計画
けいか く

最終
さいしゅう

年
ねん

の平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

時点
じ て ん

では、小中学校
しょうちゅうがっこう

全校
ぜん こ う

への配置
は い ち

が完了
かんりょう

して

いなかったことから、第
だい

３次
じ

計画
けいか く

における最大
さいだい

の課題
か だ い

でしたが、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に全校
ぜん こ う

配置
は い ち

を

達成
たっせい

しました。 

しかしながら、同年
ど うね ん

にコロナ禍
か

が始
は じ

まり、学校
が っ こ う

休業
きゅうぎょう

や図書室
と し ょ し つ

の利用
り よ う

制限
せいげん

などがあった

ため、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に支援
し え ん

を開始
か い し

した学校
が っ こ う

は、下記
か き

のとおり図書室
と し ょ し つ

への年間来室
ねんかんらいしつ

回数
かいすう

の
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実績
じ っ せ き

が低
ひ く

く、支援員
し え ん い ん

※１１配置
は い ち

について生徒
せ い と

への浸透
し ん と う

が十分
じゅうぶん

でないといえる状況
じょうきょう

となって

います。 

一方
い っぽ う

、コロナ禍
か

以前
い ぜ ん

に支援員
し え ん い ん

※１１配置
は い ち

を開始
か い し

した学校
が っ こ う

の来室
らい しつ

回数
かいすう

の実績
じ っ せ き

を見
み

ますと、

コロナ禍
か

以前
い ぜ ん

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

していたことに加
く わ

え、コロナ禍
か

初年度
し ょ ね ん ど

の令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は大
おお

きく減少
げんしょう

しながらも、その後
ご

の回復
かいふく

が早
はや

い学校
が っ こ う

がみられる状況
じょうきょう

です。 

これら状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえると、本
ほん

が利用
り よ う

できる環境
かんきょう

が身近
み ぢ か

にあり、その環境
かんきょう

が子
こ

どもたちに

浸透
し ん と う

することが読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

においていかに重要
じゅうよう

かが伺
うかが

えます。 

 

＜児童
じ ど う

生徒
せ い と

１人
り

あたり図書室
と し ょ し つ

への年間来室
ねんかんらいしつ

回数
かいすう

＞       

区分
く ぶ ん

            年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和
れ い わ

元
がん

 令和
れ い わ

2 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

小学校
しょうがっこう

計
けい

 14.5回
かい

 15.0回
かい

 11.5回
かい

 12.5回
かい

 12.8回
かい

 

中学校
ちゅうがっこう

計
けい

 7.4回
かい

 9.6回
かい

 5.8回
かい

 6.1回
かい

 7.8回
かい

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

支援
し え ん

開始校
か い し こ う

 ― ― 4.4回
かい

 3.9回
かい

 5.4回
かい

 

※現在
げんざい

の学
がっ

校数
こ う す う

は、小学校
しょうがっこう

６校
こ う

、中学校
ちゅうがっこう

３校
こ う

。（R2年度
ね ん ど

より現
げん

校数
こ う す う

に） 

※小学校
しょうがっこう

の支援
し え ん

実施
じ っ し

校数
こ う す う

は、令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

は７校
こ う

、その他
ほか

の年度
ね ん ど

は６校
こ う

。 

※中学校
ちゅうがっこう

の支援
し え ん

実施
じ っ し

校数
こ う す う

は、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

および令和
れ い わ

元
がん

年度
ね ん ど

は１校
こ う

。 

 

②中学生
ちゅうがくせい

の読書
ど く し ょ

離
ばな

れ対策
た い さ く

 

第
だい

３次
じ

計画
けいか く

策定
さ く て い

時
じ

に実施
じ っ し

した小中
しょうちゅう

学生向
が く せ い む

けのアンケート調査
ち ょ う さ

の結果
け っ か

において 、

中学生
ちゅうがくせい

は小学生
しょうがくせい

に比
ひ

して普段
ふ だ ん

本
ほん

をほとんど読
よ

まない子
こ

どもが多
おお

かったことから、中学生
ちゅうがくせい

の読書
ど く し ょ

離
ばな

れ対策
た い さ く

を重点
じゅうてん

施策
し さ く

と位置
い ち

づけました。 

幅広
はばひろ

い選択肢
せ ん た く し

があることが読書
ど く し ょ

のきっかけになるとの考
かんが

えのもと、従前
じゅうぜん

から対応
たいお う

してい

る学級
がっきゅう

や図書室
と し ょ し つ

への団体
だんたい

貸出
かしだ し

※１２の他
ほか

、個人
こ じ ん

貸出
かしだ し

においても図書室
と し ょ し つ

に市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

から

本
ほん

を取寄
と り よ

せできる予約
よ や く

制度
せ い ど

の導入
どうにゅう

や、中学生向
ち ゅ う が くせい む

けの本
ほん

を紹介
しょうかい

する図書館
と し ょ か ん

だよりを特別
と く べ つ

に発行
は っ こ う

するなど、各種
か く し ゅ

取組
と り く

みを実施
じ っ し

しました。 

そうした取組
と り く

みを展開
てんかい

しながらも、次
じ

節
せつ

の統計
と う け い

のとおり、コロナ禍
か

を機
き

に中学生
ちゅうがくせい

の市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

は一層
い っ そ う

減少
げんしょう

し、回復
かいふく

の度合
ど あ

いも芳
かんば

しくない状況
じょうきょう

にあります。市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

に

比
ひ

して、図書室
と し ょ し つ

の方
ほ う

は回復
かいふく

の度合
ど あ

いが良
よ

いことから、今後
こ ん ご

は、中学生
ちゅうがくせい

については図書室
と し ょ し つ

に重点
じゅうてん

を置
お

く施策
し さ く

展開
てんかい

がより効果的
こ う か て き

と考
かんが

えられます。 

 

２ 現状
げんじょう

と課題
か だ い

～市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

における統計
と う け い

から～ 

第
だい

３次
じ

計画
けいか く

策定
さ く て い

年
ねん

である平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

以降
い こ う

の５年間
ねんかん

を対象
たいしょう

に、各種
か く し ゅ

実績
じ っ せ き

の推移
す い い

を

確認
か くに ん

するとともに、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

を分析
ぶんせき

します。                                 
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①蔵書数
ぞ う し ょ す う

 

区分
く ぶ ん

       年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和
れ い わ

元
がん

 令和
れ い わ

2 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

児童書
じ ど う し ょ

総数
そ う す う

 58,437冊
さつ

 59,196冊
さつ

 59,616冊
さつ

 60,568冊
さつ

 61,807冊
さつ

 

 

蔵書
ぞ う し ょ

冊数
さ っ す う

については、この５年間
ねんかん

で増加
ぞ う か

しました。第
だい

３次
じ

計画
けいか く

の施策
し さ く

の一
ひ と

つである

児童書
じ ど う し ょ

の充実
じゅうじつ

について継続的
け い ぞ く て き

に取
と

り組
く

んだ成果
せ い か

といえます。 

 

②貸出数
か し だ し す う

  

区分
く ぶ ん

       年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和元
れ い わ が ん

 令和
れ い わ

２ 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

０～18歳
さ い

 74,234冊
さつ

 60,499冊
さつ

 42,744冊
さつ

 54,649冊
さつ

 61,694冊
さつ

 

児童書
じ ど う し ょ

総数
そ う す う

 121,423冊
さつ

 101,722冊
さつ

 75,862冊
さつ

 91,599冊
さつ

 105,384冊
さつ

 

 

③のべ利用
り よ う

人数
にんず う

（０～１８歳
さ い

） 

区分
く ぶ ん

       年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和元
れ い わ が ん

 令和
れ い わ

2 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

総計
そ う け い

 13,263人
にん

 10,014人
にん

 6,416人
にん

 8,235人
にん

 9,114人
にん

 

0～6歳
さ い

 3,199人
にん

 2,671人
にん

 1,864人
にん

 2,507人
にん

 2,676人
にん

 

7～12歳
さ い

 7,480人
にん

 5,443人
にん

 3,580人
にん

 4,406人
にん

 5,117人
にん

 

13～15歳
さ い

 1,668人
にん

 1,239人
にん

 568人
にん

 745人
にん

 701人
にん

 

16～18歳
さ い

 916人
にん

 661人
にん

 404人
にん

 577人
にん

 620人
にん

 

 

④団体
だんたい

貸出
かしだ し

※１２冊数
さ っ す う

（小中学校
しょうちゅうがっこう

および保育所
ほ い く し ょ

、幼稚園
よ う ち え ん

等
と う

） 

区分
く ぶ ん

       年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和
れ い わ

元
がん

 令和
れ い わ

2 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

貸出
かしだ し

冊数
さ っ す う

 6,527冊
さつ

 3,986冊
さつ

 1,853冊
さつ

 1,805冊
さつ

 3,020冊
さつ

 

 

しかしながら、上記
じ ょ う き

②～④の貸出
かしだ し

および利用
り よ う

に関
かん

する実績
じ っ せ き

については、すべて減少
げんしょう

して

います。特
と く

に令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の減少
げんしょう

が顕著
け ん ち ょ

なことから、第
だい

１章
しょう

の４で触
ふ

れたとおりコロナ禍
か

の

影響
えいきょう

とはいえ、長期
ち ょ う き

休館
きゅうかん

や利用
り よ う

制限
せいげん

が続
つづ

くなかで、利用
り よ う

の習慣
しゅうかん

が途切
と ぎ

れた市民
し み ん

が多
おお

くな

ったと考
かんが

えられます。 

特
と く

に、コロナ禍
か

になり、団体
だんたい

で校外
こ うがい

へ出
で

ることが控
ひか

えられていた学校
が っ こ う

や保育所
ほ い く し ょ

等
と う

の子
こ

ど

も関連
かんれん

施設
し せ つ

への貸出
かしだ し

が、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

で団体
だんたい

での利用
り よ う

を制限
せいげん

したことも重
かさ

なって 著
いちじる

しく

減少
げんしょう

したこと、また、中学生
ちゅうがくせい

の利用
り よ う

が令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に減少
げんしょう

したのちの回復
かいふく

の度合
ど あ

いが芳
かんば

し

くないことは大
おお

きな課題
か だ い

といえます。 
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⑤定例
ていれい

行事
ぎ ょ う じ

参加者数
さ ん か し ゃ す う

                                     ※（）内
ない

は実施
じ っ し

回数
かいすう

 

行事
ぎ ょ う じ

       年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30 令和
れ い わ

元
がん

 令和
れ い わ

2 令和
れ い わ

3 令和
れ い わ

4 

おはなし会
かい
※１０ (83)741人

に ん

 (67)654人
に ん

 (48)373人
に ん

 (49)368人
に ん

 (78)578人
に ん

 

人形劇
にんぎょうげき

 (6)165人
にん

 (5)176人
にん

 (3)80人
にん

 (4)98人
にん

 (4)126人
にん

 

絵本
え ほ ん

であそぼ (6)119人
にん

 (5)86人
にん

 (1)10人
にん

 (3)36人
にん

 (6)68人
にん

 

※絵本
え ほ ん

であそぼは保護者
ほ ご し ゃ

と乳幼児
に ゅ う よ う じ

が一緒
い っ し ょ

に参加
さ ん か

できる行事
ぎ ょ う じ

。実施
じ っ し

回数
かいすう

および参加者数
さ ん か し ゃ す う

は、同種
ど う し ゅ

の行事
ぎ ょ う じ

である絵本
え ほ ん

のひろばとの合計数
ご う け い す う

。 

 

行事
ぎ ょ う じ

参加者
さ ん か し ゃ

についても、貸出
かしだ し

や利用
り よ う

に関
かん

する実績
じ っ せ き

と同
おな

じく減少
げんしょう

しています。特
と く

に、行事
ぎ ょ う じ

の中止
ち ゅ う し

期間
き か ん

や人数
にんず う

制限
せいげん

があった令和
れ い わ

２～３年度
ね ん ど

については顕著
け ん ち ょ

となっています。いずれの

行事
ぎ ょ う じ

も、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

と小
ちい

さな子
こ

どもを結
むす

ぶ重要
じゅうよう

な取組
と り く

みであることから、参加
さ ん か

人数
にんず う

の

減少
げんしょう

は大
おお

きな課題
か だ い

であり、一層
い っ そ う

積極的
せっきょくてき

なＰＲを行
おこな

うなどの対
たい

策
さ く

が必要
ひつ よ う

と考
かんが

えます。 

 

今後
こ ん ご

も、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

や行事
ぎ ょ う じ

参加
さ ん か

の状況
じょうきょう

改善
かいぜん

に努
つ と

めつつも、利用
り よ う

の回復
かいふく

には

時間
じ か ん

がかかることが想定
そ う て い

されるため、その間
かん

、特
と く

に利用
り よ う

の回復
かいふく

度合
ど あ

いが芳
かんば

しくない就学
しゅうがく

以降
い こ う

の子
こ

どもへの施策
し さ く

に関
かん

しては、子
こ

どもたちの最
もっと

も身近
み ぢ か

な図書
と し ょ

施設
し せ つ

である学校
が っ こ う

の

図書室
と し ょ し つ

での取組
と り く

みが一層
い っ そ う

重要
じゅうよう

になると考
かんが

えられます。 

 

３ 現状
げんじょう

と課題
か だ い

～アンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

から～ 

本市
ほ ん し

の子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

を把握
は あ く

するため、乳幼児
に ゅ う よ う じ

の保護者
ほ ご し ゃ

と小中
しょうちゅう

学生
がくせい

を対象
たいしょう

にアンケート調査
ち ょ う さ

を実施
じ っ し

しました。（結果
け っ か

を巻末
かんまつ

に資料
し り ょ う

として添付
て ん ぷ

） 

◇アンケート実施
じ っ し

期間
き か ん

：令和
れ い わ

５年
ねん

１月
がつ

１７日
にち

～同年
ど うね ん

１月
がつ

31日
にち

 

◇対象
たいしょう

：市内
し な い

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

に通
かよ

う乳幼児
に ゅ う よ う じ

（ ０～６歳児
さ い じ

）の保護者
ほ ご し ゃ

、四條畷
しじょうなわて

市立
し り つ

小学校
しょうがっこう

３年生
ねんせい

および５年生
ねんせい

、四條畷
しじょうなわて

市立
し り つ

中学校
ちゅうがっこう

１年生
ねんせい

および３年生
ねんせい

 

※市内
し な い

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

は、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター※１３、岡部
お か べ

保育所
ほ い く し ょ

、あおぞらこども園
えん

 

※各
か く

項目
こ う も く

の％は、小
しょう

数
す う

点
てん

以下
い か

を四捨
し し ゃ

五入
ご に ゅ う

しています。そのため、各
か く

項目
こ う も く

の％の合計
ご う けい

が

100％とならない場合
ば あ い

があります 

 

（１）保護者
ほ ご し ゃ

のアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

 

ブックスタート※８等
と う

の取組
と り く

みが浸透
し ん と う

している成果
せ い か

か、多
おお

くの保護者
ほ ご し ゃ

が読
よ

み聞
き

かせを行
おこな

っている結果
け っ か

となりました。しかしながら、第
だい

３次
じ

計
けい

画
か く

策
さ く

定
てい

時
じ

のアンケート結果
け っ か

（以下
い か

、

「前回
ぜんかい

結果
け っ か

」という。）と比較
ひ か く

すると、読
よ

み聞
き

かせが習慣化
し ゅ うかんか

（週
しゅう

１～２回
かい

以上
い じ ょ う

とする）してい

る割合
わりあい

は減少
げんしょう

しています。 
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＜質問
しつ もん

＞お子
こ

さんと一緒
い っ し ょ

に本
ほん

を見
み

たり読
よ

んだりする機会
き か い

はどのくらいありますか 

時期
じ き

          頻度
ひ ん ど

 ほとんど毎
まい

日
にち

 週
しゅう

１～２回
かい

 月
つき

１～２回
かい

 ほとんどない 

前回
ぜんかい

結果
け っ か

 ４０％ ４１％ １２％ ８％ 

今回
こんかい

結果
け っ か

 ３３％ ２８％ ２０％ １９％ 

 

読
よ

み聞
き

かせは、子
こ

どもにとって本
ほん

との最初
さ い し ょ

の出会
で あ

いであり、本
ほん

が好
す

きになるかどうかの

重要
じゅうよう

な要因
よ う い ん

となるものですので、習慣化
し ゅ うかんか

の割合
わりあい

が増
ふ

えるよう、保護者
ほ ご し ゃ

に根
ね

づかせる取組
と り く

みが必要
ひつ よ う

となります。 

 

＜第
だい

４次
じ

計画
けいか く

での施策
し さ く

設定
せ っ てい

にあたっての留意点
り ゅ う い て ん

＞ 

アンケート結果
け っ か

から、読
よ

み聞
き

かせが習慣化
し ゅ うかんか

していない保護者
ほ ご し ゃ

は、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

を利用
り よ う

し

ていない割合
わりあい

が高
たか

くなっています。読
よ

み聞
き

かせ普及
ふ き ゅ う

のためのＰＲには、保護者
ほ ご し ゃ

が集
あつ

まる

場所
ば し ょ

へ出向
で む

くことや、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の習慣
しゅうかん

のない保護者
ほ ご し ゃ

も参加
さ ん か

してもらえるような

行事
ぎ ょ う じ

等
と う

の取組
と り く

みが必要
ひつ よ う

となります。 

 

＜質問
しつ もん

＞市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

はどのくらい利用
り よ う

されますか 

区分
く ぶ ん

                 頻度
ひ ん ど

 ２週
しゅう

に１回
かい

 月
つき

１回
かい

 半年
は ん と し

に２～３回
かい

 ほとんど無
な

し 

回答
かい と う

の総計
そ う け い

 １９％ １０％ １７％ ５４％ 

読
よ

み聞
き

かせ月
つき

２回
かい

未満
み ま ん

の層
そう

 ３％ ８％ １４％ ７５％ 

 

（２）小学生
しょうがくせい

のアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

 

前回
ぜんかい

結果
け っ か

と比
ひ

して、読書
ど く し ょ

は好
す

きですかとの質問
しつ もん

に肯定的
こ う て い て き

に回答
かい と う

する児童
じ ど う

が少
す こ

しですが

増加
ぞ う か

しています。また、５年生
ねんせい

は習慣的
しゅうかんてき

に図書室
と し ょ し つ

を利用
り よ う

する割合
わりあい

が増加
ぞ う か

しており、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

支援員
し え ん い ん

※１１の配置
は い ち

など、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

から段階的
だんかいてき

に進
すす

めてきた図書室
と し ょ し つ

活性化
か っ せ い か

の

取組
と り く

みが根
ね

づいてきたことが伺
うかが

えます。 

 

＜質問
しつ もん

＞読書
ど く し ょ

は好
す

きですか 

時期
じ き

              回答
か い と う

 最肯定
さ い こ う て い

 肯定
こ う て い

 中間
ちゅうかん

 否定
ひ て い

 最否定
さ い ひ て い

 

前回
ぜんかい

結果
け っ か

 ５５％ １７％ ２３％ ３％ ３％ 

今回
こんかい

結果
け っ か

 ４６％ ３０％ １５％ ５％ ５％ 

 

しかしながら、読書
ど く し ょ

は「好
す

き」であると最肯定
さ い こ う て い

の回答
かい と う

をする割合
わりあい

は、３年生
ねんせい

と５年生
ねんせい

とも

に微減
び げ ん

しているとともに、ひと月
つき

の間
あいだ

に本
ほん

を「ほとんど読
よ

まない」と回答
かい と う

する不読者
ふ ど く し ゃ

の割合
わりあい
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の増加
ぞ う か

が顕著
け ん ち ょ

になっています。 

また、本
ほん

が好
す

きと肯定的
こ う て い て き

に答
こ た

えた児童
じ ど う

でも、細
こ ま

かく見
み

ると、最肯定
さ い こ う て い

の児童
じ ど う

は、「ひと月
つき

に

１０冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む」割合
わりあい

が３１０人中
にんちゅう

１１６人
にん

と 1/3以上
い じ ょ う

を占
し

めるのに対
たい

し、「どちらかという

と好
す

き」と答
こ た

えた児童
じ ど う

は、「ひと月
つき

に１０冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む」人数
にんず う

が１９８人中
にんちゅう

１８人
にん

と 1/10 に満
み

たない結果
け っ か

となっています。その一方
い っぽ う

で、「どちらかというと好
す

き」と答
こ た

えながらも「ほとんど

読
よ

まない」と答
こ た

えた人数
にんず う

は２７人
にん

で、18人
にん

を上回
うわ まわ

っている実態
じ っ た い

であるとともに、「ひと月
つき

に１

０冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む」に「６冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む」の児童
じ ど う

を加
く わ

えても４９人
にん

であり、「１冊
さつ

以下
い か

しか読
よ

まな

い」６５人
にん

より少
す く

ないという実態
じ っ た い

も踏
ふ

まえると、肯定的
こ う て い て き

な回答
かい と う

をしている児童
じ ど う

も不読者
ふ ど く し ゃ

の

予備軍
よ び ぐ ん

であると 考
かんが

えられ、読書
ど く し ょ

が好
す

きと肯定的
こ う て い て き

に回答
かい と う

する児童
じ ど う

が増加
ぞ う か

したとはいえ、

安心
あんしん

はできない結果
け っ か

といえます。 

 

＜第
だい

４次
じ

計画
けいか く

での施策
し さ く

設定
せ っ てい

にあたっての留意点
り ゅ う い て ん

＞ 

アンケートの質問
しつ もん

（６）「読書
ど く し ょ

以外
い が い

で好
す

きなことは」の回答
かい と う

を見
み

ると、「ゲーム」と回答
かい と う

す

る割合
わりあい

が他
ほか

の回答
かい と う

と比
ひ

して顕著
け ん ち ょ

な値
あたい

で１位
い

になっています。特
と く

に、「読書
ど く し ょ

が嫌
き ら

い」と答
こ た

え

た児童
じ ど う

は９割
わ り

以上
い じ ょ う

がゲームが好
す

きと答
こ た

えており、家庭
か て い

でゲームに時間
じ か ん

を充
あ

てる傾向
け い こ う

が大
おお

き

いと思
おも

われますが、読書
ど く し ょ

が嫌
き ら

いな理由
り ゆ う

として、「文章
ぶんしょう

を読
よ

むのが苦手
に が て

」よりも「めんどう」と

の回答
かい と う

が多
おお

くなっています。文章
ぶんしょう

を読
よ

むのが苦手
に が て

な児童
じ ど う

には、根本的
こんぽんてき

な対策
た い さ く

が必要
ひつ よ う

とな

りますが、めんどうだから読
よ

まない児童
じ ど う

の場合
ば あ い

は、一度
い ち ど

でも読書
ど く し ょ

は楽
たの

しいという経験
けいけん

があ

れば、読書
ど く し ょ

へ目
め

が向
む

くようになる可能性
か の う せ い

があると考
かんが

えられます。 

また、３年生
ねんせい

については、「読書
ど く し ょ

が好
す

き」と肯定的
こ う て い て き

回答
かい と う

をする割合
わりあい

が前回
ぜんかい

結果
け っ か

よりも

増加
ぞ う か

している一方
い っぽ う

、図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

が習慣化
し ゅ うかんか

している児童
じ ど う

（週
しゅう

のうち１回
かい

以上
い じ ょ う

の利用
り よ う

とする）

の割合
わりあい

は減少
げんしょう

しています。この結果
け っ か

は、アンケート調査
ち ょ う さ

実施
じ っ し

時
じ

の３年生
ねんせい

は入学
にゅうがく

時
じ

からコロ

ナ禍
か

のため休
やす

み時間
じ か ん

の図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

に制限
せいげん

があったことが原因
げんいん

の一
ひ と

つと考
かんが

えられます。ア

ンケート調査
ち ょ う さ

実施
じ っ し

時
じ

に３年生
ねんせい

以下
い か

であった児童
じ ど う

には、特
と く

に図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

が習慣化
し ゅ うかんか

につな

がるような取組
と り く

みが必要
ひつ よ う

となります。 

以上
い じ ょ う

を総合
そ う ご う

すると、今後
こ ん ご

は、今
い ま

まで以上
い じ ょ う

に個々
こ こ

の読書
ど く し ょ

習熟度
しゅうじゅくど

に対応
たいお う

できる、幅広
はばひろ

い

環境
かんきょう

づくりに努
つ と

めるとともに、図書室
と し ょ し つ

活用
かつよ う

を始
は じ

めとする学校
が っ こ う

における読書
ど く し ょ

推進
すい しん

の取組
と り く

み

が家庭
か て い

での読書
ど く し ょ

活動
かつど う

に連動
れんど う

するような対策
た い さ く

が必要
ひつ よ う

と考
かんが

えます。 

 

＜質問
しつ もん

＞読書
ど く し ょ

は好
す

きですか（３年生
ねんせい

） 

時期
じ き

            回答
か い と う

 最肯定
さ い こ う て い

 肯定
こ う て い

 中間
ちゅうかん

 否定
ひ て い

 最否定
さ い ひ て い

 

前回
ぜんかい

結果
け っ か

 ５６％ １５％ ２５％ ２％ ３％ 

今回
こんかい

結果
け っ か

 ５１％ ３０％ １０％ ４％ ５％ 
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（３）中学生
ちゅうがくせい

のアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

 

中学生
ちゅうがくせい

の読書
ど く し ょ

離
ばな

れが課題
か だ い

のなか、「読書
ど く し ょ

が好
す

き」と肯定的
こ う て い て き

回答
かい と う

の割合
わりあい

に減少
げんしょう

は見
み

ら

れなかったうえ、「ひと月
つき

に１０冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む」生徒
せ い と

も減少
げんしょう

は見
み

られませんでした。また、「週
しゅう

に３回
かい

以上
い じ ょ う

図書室
と し ょ し つ

を利用
り よ う

する」生徒
せ い と

は、前回
ぜんかい

結果
け っ か

から倍増
ばいぞう

しました。この結果
け っ か

は、第
だい

３次
じ

計画
けいか く

期間中
き か ん ち ゅ う

に、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

支援員
し え ん い ん

※ １ １の中学校
ちゅうがっこう

への全校
ぜん こ う

配置
は い ち

が完了
かんりょう

し、コロナ禍
か

で

制限
せいげん

などがあったものの、読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

が向上
こうじょう

した成果
せ い か

と考
かんが

えられます。 

 

＜各種
か く し ゅ

質問
しつ もん

の回答
かい と う

結果
け っ か

比較
ひ か く

＞ 

時期
じ き

          回答
か い と う

 読書
どくしょ

が好
す

き肯定
こうてい

以上
いじょう

 ひと月
つき

に１０冊
さつ

以上
いじょう

読
よ

む 週
しゅう

３回
かい

以上
いじょう

図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

 

前回
ぜんかい

 ５６％ ７％ ４％ 

今回
こんかい

 ５８％ ８％ ８％ 

 

         回答
か い と う

 

時期
じ き

 

ひと月
つき

に読
よ

む冊数
さ っ す う

 読書
ど く し ょ

は好
す

きですか 

２～５冊
さつ

 ほとんど読
よ

まない どちらかというと嫌
き ら

い 嫌
き ら

い 

前回
ぜんかい

 ３４％ ２４％ 8% 8% 

今回
こんかい

 ２６％ ３２％ 6％ 10％ 

（参考
さ ん こ う

）「１か月
げつ

間
かん

で読
よ

んだ本
ほん

の冊数
さ っ す う

がゼロ冊
さつ

」の中
ちゅう

学生
がくせい

の割合
わりあい

：全国
ぜ ん こ く

18.6％（全国
ぜ ん こ く

学校
が っ こ う

図書
と し ょ

館
かん

協
きょう

議会
ぎ か い

「学校
が っ こ う

読書
ど く し ょ

調査
ち ょ う さ

」の令和
れ い わ

４年
ねん

統計
と う け い

より。調査
ち ょ う さ

対象
たいしょう

は１～３年生
ねんせい

） 

 

しかしながら、ひと月
つき

に２～５冊
さつ

を読
よ

む生徒の割合
わりあい

が減少
げんしょう

し、ほとんど読
よ

まない不読者
ふ ど く し ゃ

と

いえる生徒
せ い と

の割合
わりあい

が増加
ぞ う か

するとともに、 「読書
ど く し ょ

は好
す

きですか」との質問
しつ もん

に、嫌
き ら

いと回答
かい と う

す

る生徒
せ い と

の割合
わりあい

が若干
じゃっかん

ですが増加
ぞ う か

しています。 

以上
い じ ょ う

の結果
け っ か

をまとめると、読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

が整備
せ い び

されてもともとよく読
よ

む生徒
せ い と

はさらに読
よ

むよ

うになる一方
い っぽ う

で、ある程度
て い ど

読
よ

む中間層
ちゅうかんそう

の生徒
せ い と

が不読
ふ ど く

へ移行
い こ う

していっていると考
かんが

えられま

す。 

 

＜第
だい

４次
じ

計画
けいか く

での施策
し さ く

設定
せ っ てい

にあたっての留意点
り ゅ う い て ん

＞ 

アンケートにおいて、「読書
ど く し ょ

以外
い が い

で好
す

きなことは」の回答
かい と う

を見
み

ると、小学生
しょうがくせい

と同様
ど う よ う

に

「ゲーム」と回答
かい と う

する割合
わりあい

が顕著
け ん ち ょ

な値
あたい

で１位
い

になっています。「読書
ど く し ょ

は好
す

きですか」のア

ンケート結果
け っ か

も小学生
しょうがくせい

と似
に

た結果
け っ か

であることから、中学生
ちゅうがくせい

に対
たい

しても小学生
しょうがくせい

と同様
ど う よ う

の

対策
た い さ く

が必要
ひつ よ う

と考
かんが

えます。 

また、読
よ

む本
ほん

を選
え ら

ぶ時
と き

に参考
さ ん こ う

にするものにメディアをあげる生徒
せ い と

の割合
わりあい

が前回
ぜんかい

結果
け っ か
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と比
ひ

して顕著
け ん ち ょ

に増加
ぞ う か

しています。中学生
ちゅうがくせい

へのアプローチとして、Web サイトやＳＮＳ（ソー

シャルネットワーキングサービス）※３を活用
かつよ う

したＰＲ方法
ほ う ほ う

の強化
き ょ う か

が有効
ゆ う こ う

と考
かんが

えられます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

※８）ブックスタート 

平成
へいせい

４年
ねん

（1992年
ねん

）、英国
え い こ く

のバーミンガムで始
は じ

まった、「絵本
え ほ ん

を開
ひら

く楽
たの

しいひとときを

赤
あか

ちゃんと分
わ

かちあおう（share books）」という運動
う ん ど う

。日本
に ほ ん

では同
ど う

１２年
ねん

（2000年
ねん

）の

「子
こ

ども読書
ど く し ょ

年
ねん
※１」を機

き

に始
は じ

められ、地域
ち い き

で生
う

まれたすべての乳児
に ゅ う じ

に０歳児
さ い じ

健
けん

診
し ん

等
と う

を

利用
り よ う

して、取組
と り く

みの趣旨
し ゅ し

を伝
つた

えながら絵本
え ほ ん

をわたす形式
け い し き

が多
おお

い。四條畷
しじょうなわて

市
し

では、保健
ほ け ん

センターと図書館
と し ょ か ん

が連携
れんけい

して、同
ど う

１９年
ねん

（2003年
ねん

）４月
がつ

より行
おこな

っている。 

※９）ヤングアダルト（ＹＡ） 

英語圏
え い ご け ん

において、児童
じ ど う

文学
ぶんがく

と文学
ぶんがく

一般
いっぱん

の間
あいだ

に設
も う

けられたカテゴリー。年齢層
ねんれいそう

として

は思春期
し し ゅ ん き

から成人
せいじん

後間
ご ま

もない層
そ う

を想定
そ う て い

している。ＹＡは、ヤングアダルトの英語
え い ご

表記
ひ ょ う き

「Ｙ-

ｏｕｎｇ Ａｄｕｌｔ」の略
りゃく

である。 

※１０）おはなし会
かい

 

複数
ふ く す う

の子
こ

どもたちに、おはなし※１７を語
かた

ったり、絵
え

本
ほん

や紙芝居
か み し ば い

を読
よ

んで聞
き

かせること。

おはなし会
かい

の内容
な い よ う

は対象
たいしょう

の年齢
ねんれい

や人数
にんず う

、場所
ば し ょ

によって異
こ と

なり、パネルシアターやてあそ

び等
と う

を取
と

り入
い

れてプログラムを組
く

むこともある。 

※１１）学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

支援員
し え ん い ん

 

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

が学校
が っ こ う

の図書室
と し ょ し つ

へ派遣
は け ん

のもと、図書
と し ょ

の時間
じ か ん

のサポートや休
やす

み時間
じ か ん

の

開室
かいしつ

等
と う

、図書室
と し ょ し つ

の管理
か ん り

、運営
う ん え い

の支援
し え ん

を行
おこな

う職員
しょくいん

。 

※１２）団体
だんたい

貸出
かしだ し

 

図書館
と し ょ か ん

が地域
ち い き

の子
こ

ども文庫
ぶ ん こ

や学校
が っ こ う

、保育所
ほ い く し ょ

、ＰＴＡ、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

等
と う

の団体
だんたい

・グループに、

図書館
と し ょ か ん

資料
し り ょ う

をまとめて貸出
かしだ し

すること、また、その方法
ほ う ほ う

をいう。 

※１3）児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 

子
こ

どもの発達
はったつ

について、気
き

になることや心配
しんぱい

ごとなどを相談
そ う だ ん

できる窓口
ま ど ぐ ち

を設
も う

ける市
し

の

施設
し せ つ

。相談
そ う だ ん

内容
な い よ う

に応
お う

じて、専門
せんもん

スタッフが連携
れんけい

して、子
こ

どもの成長
せいちょう

を支援
し え ん

する。 
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第
だい

３章
しょう

 本市
ほ ん し

第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

                                   

 

１ 読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関連
かんれん

する最近
さ い き ん

の国
く に

の動向
ど う こ う

 

本市
ほ ん し

の子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

は、第
だい

１章
しょう

で確認
か くに ん

したとおり、国
く に

および大阪府
お お さ か ふ

の策定
さ く て い

する計画
けいか く

と整合
せいご う

および連動
れんど う

する位置
い ち

づけとなっていることから、本市
ほ ん し

のこれまでの成果
せ い か

や

課題
か だ い

を踏
ふ

まえるとともに、読書
ど く し ょ

関連
かんれん

施策
し さ く

に関
かん

する国
く に

の動向
ど う こ う

や、国
く に

および大阪府
お お さ か ふ

の最新
さ い しん

計画
けいか く

の方向性
ほ う こ う せ い

をも捉
と ら

えたものとして策定
さ く て い

する必要
ひつ よ う

があります。 

本市
ほ ん し

が第
だい

３次
じ

計画
けいか く

の策定
さ く て い

作業
さ ぎ ょ う

を行
おこな

った平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

以降
い こ う

の国
く に

の主
おも

な動向
ど う こ う

をみると、ま

ず平成
へいせい

３０年
ねん

１０月
がつ

の総合
そ う ご う

教育
きょういく

政策局
せいさくきょく

の設置
せ っ ち

があげられます。これは、従前
じゅうぜん

の生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

政策局
せいさくきょく

と初等
し ょ と う

中等
ちゅうとう

教育局
きょういくきょく

、高等
こ う と う

教育局
きょういくきょく

を再編
さいへん

するものであり、学校
が っ こ う

教育
きょういく

と社会
し ゃ かい

教育
きょういく

を

通
つ う

じた教育
きょういく

政策
せい さ く

全体
ぜんたい

を総合的
そ う ご う て き

、横断的
お う だん て き

に推進
すい しん

することを趣旨
し ゅ し

とする動
う ご

きです。 

そして、その翌年
よ く と し

の４月
がつ

には、総合
そ う ご う

教育
きょういく

政策
せい さ く

局内
きょくない

の地域
ち い き

学習
がくしゅう

推進課
す い し ん か

に図書館
と し ょ か ん

・学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

振興室
し ん こ う し つ

が設置
せ っ ち

されるとともに、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

予算
よ さ ん

においては、それまでの学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

総合
そ う ご う

推進
すい しん

事業
じ ぎ ょ う

と子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

事業
じ ぎ ょ う

が統合
と う ご う

され、読書
ど く し ょ

活動
かつど う

総合
そ う ご う

推進
すい しん

事業
じ ぎ ょ う

が増額
ぞ う が く

のもと新設
しんせつ

されました。従前
じゅうぜん

より、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に注力
ちゅうりょく

する動
う ご

きは

ありましたが、今後
こ ん ご

は公共
こうきょう

図書館
と し ょ か ん

との連携
れんけい

をさらに進
すす

め、公共
こうきょう

図書館
と し ょ か ん

と一体
いったい

となった読書
ど く し ょ

推進
すい しん

を図
はか

ろうとする考
かんが

えが伺
うかが

えます。 

また、令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

には、読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う
※１４が成立

せいりつ

しました。日本語
に ほ ん ご

、また通常
つうじょう

の

形態
けいたい

や文字
も じ

の大
おお

きさでは読書
ど く し ょ

が困難
こんなん

な人
ひ と

にとって、より読書
ど く し ょ

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること

を趣旨
し ゅ し

とするものであり、国
く に

が人
ひ と

にとって読書
ど く し ょ

は大切
たいせつ

なものであると考
かんが

えていることが伺
うかが

える動
う ご

きと言
い

えます。 

また、同年
ど うね ん

同月
ど うげつ

には、学校
が っ こ う

教育
きょういく

の情報化
じ ょ う ほ う か

の推進
すい しん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

が公布
こ う ふ

・施行
し こ う

されていま

す。この法律
ほ う り つ

は、高度
こ う ど

情報
じょうほう

通信
つ う し ん

ネットワーク社会
し ゃ かい

の発展
は っ てん

を見据
み す

え、学校
が っ こ う

においても情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

を活用
かつよ う

することを趣旨
し ゅ し

とするものであり、いわゆるＧＩＧＡスクール構想
こ う そ う

※５等
と う

につ

ながるものですが、この動
う ご

きに合
あ

わせ、令和
れ い わ

４年
ねん

に設置
せ っ ち

された「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

に

関
かん

する有識者
ゆ う し き し ゃ

会議
か い ぎ

」では、読書
ど く し ょ

と ICT（情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

）のベストミックスが検討
け ん と う

事項
じ こ う

にあ

げられました。 

＜本市
ほ ん し

第
だい

３次
じ

計画
けいか く

策定
さ く て い

以降
い こ う

の主
おも

な国
く に

の動向
ど う こ う

＞ 

・平成
へいせい

３０年
ねん

１０月
がつ

 総合
そ う ご う

教育
きょういく

政策局
せいさくきょく

の設置
せ っ ち

 

・平成
へいせい

３１年
ねん

４月
がつ

 総合
そ う ご う

教育
きょういく

政策
せい さ く

局地域
き ょ く ち い き

学習
がくしゅう

推進課
す い し ん か

に図書館
と し ょ か ん

・学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

振興室
し ん こ う し つ

を

設置
せ っ ち

 

・令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

６月
がつ

 読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う
※１４が成立

せいりつ

、学校
が っ こ う

教育
きょういく

の情報化
じ ょ う ほ う か

の推進
すい しん

に関
かん

する

法律
ほ う り つ

を公布
こ う ふ

・施行
し こ う
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２ 国
く に

の最新
さ い しん

計画
けいか く

について 

子
こ

どもの健
す こ

やかな成長
せいちょう

に資
し

することを趣旨
し ゅ し

に、子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

に関
かん

する施策
し さ く

を

総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に進
すす

めるため、平成
へいせい

１３年
ねん

１２月
がつ

に「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

す

る法律
ほ う り つ

」が公布
こ う ふ

されました。この法律
ほ う り つ

を受
う

け、国
く に

は、同
ど う

１４年
ねん

８月
がつ

に「子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の

推進
すい しん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
けいか く

」（第一
だいいち

次
じ

）を策定
さ く て い

し、その後
ご

、おおむね５年
ねん

ごとに計画
けいか く

の

見直
み な お

しが行
おこな

われ、令和
れ い わ

５年
ねん

には第
だい

五次
ご じ

計画
けいか く

が策定
さ く て い

されています。 

第
だい

五次
ご じ

計画
けいか く

の基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

においては、第
だい

四
よ

次
じ

計画
けいか く

に引
ひ

き続
つづ

き不読
ふ ど く

率
り つ
※１５の低減

ていげん

をあげ

た他
ほか

、情報化
じ ょ う ほ う か

の推進
すい しん

を踏
ふ

まえたデジタル社会
し ゃ かい

への対応
たいお う

や、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

に関
かん

する記載
き さ い

にお

いて、第
だい

四
よ

次
じ

計画
けいか く

までの環境
かんきょう

整備
せ い び

を重視
じ ゅ う し

した内容
な い よ う

から、具体的
ぐ た い て き

な取組
と り く

みに触
ふ

れる内容
な い よ う

へと変化
へ ん か

が見
み

られるなど、継続
け い ぞ く

課題
か だ い

の解消
かいしょう

のみならず、新
あたら

しい課題
か だ い

への対応
たいお う

をも図
はか

る、

幅広
はばひろ

い内容
な い よ う

になっています。 

 

＜国
く に

の第
だい

五次
ご じ

計画
けいか く

の基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

＞ 

①不読率
ふ ど く り つ

※１５の低減
ていげん

（就学前
しゅうがくぜん

からの読
よ

み聞
き

かせ等
と う

の促進
そ く し ん

、大人
お と な

を含
ふ く

めた読書
ど く し ょ

計画
けいか く

の

策定
さ く て い

等
と う

） 

➁多様
た よ う

な子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

機会
き か い

の確保
か く ほ

（多様
た よ う

な子
こ

どもの可能性
か の う せ い

を引
ひ

き出
だ

すための

読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

を整備
せ い び

） 

③デジタル社会
し ゃ かい

に対応
たいお う

した読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

（ＧＩＧＡスクール構想
こ う そ う

※５等
と う

の進展
し ん てん

等
と う

を踏
ふ

ま

える） 

④子
こ

どもの視点
し て ん

に立
た

った読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

（子
こ

どもの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

の機会
き か い

を確保
か く ほ

し、取組
と り く

みに反映
はんえい

） 

 

３ 大阪府
お お さ か ふ

の最新
さ い しん

計画
けいか く

について 

大阪府
お お さ か ふ

では、国
く に

が平成
へいせい

１４年
ねん

に初
は じ

めて子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な

計画
けいか く

を策定
さ く て い

すると、翌年
よ く と し

には子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（第
だい

１次
じ

）を策定
さ く て い

しました。その

後
ご

、国
く に

と同様
ど う よ う

におおむね５年
ねん

ごとに見直
み な お

しを行
おこな

い、現在
げんざい

では令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

に策定
さ く て い

された第
だい

４次
じ

計画
けいか く

が最新
さ い しん

のものとなっています。 

第
だい

４次
じ

計画
けいか く

では、第
だい

３次
じ

計画
けいか く

で初
は じ

めて触
ふ

れた子
こ

どもの発達
はったつ

に応
お う

じた読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

づくりを

さらに進
すす

め、発達
はったつ

段階
だんかい

ごとの特徴
とくちょう

をさらに考慮
こ う り ょ

した取組
と り く

み内容
な い よ う

を掲
かか

げています。 

また、国
く に

の第
だい

五次
ご じ

計画
けいか く

の基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

と同様
ど う よ う

に、引
ひ

き続
つづ

き不読
ふ ど く

率
り つ
※１５の改善

かいぜん

に向
む

けた取組
と り く

みがあげられています。 
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＜大阪
おおさか

府
ふ

の第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の視点
し て ん

＞ 

１ 発達
はったつ

段階
だんかい

に沿
そ

った読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

 

２ 読書
ど く し ょ

活動
かつど う

ができていない（読書
ど く し ょ

のために時間
じ か ん

を割
さ

かない、興味
き ょ う み

を持
も

てるような本
ほん

が

ない、本
ほん

を読
よ

むのが面倒
めんど う

）子
こ

どもへの読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

４ 基礎
き そ

自治体
じ ち た い

としての本市
ほ ん し

第
だい

４次
じ

計画
けいか く

における施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

 

第
だい

２章
しょう

で確認
か くに ん

した本市
ほ ん し

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

、そして本章
ほんしょう

１～３で確認
か くに ん

した国
く に

の動向
ど う こ う

、また国
く に

お

よび大阪府
お お さ か ふ

の最新
さ い しん

計画
けいか く

を踏
ふ

まえ、本市
ほ ん し

第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の施策
し さ く

の展開
てんかい

にあたっては、次
つぎ

のとお

り方向性
ほ う こ う せ い

を定
さ だ

めます。 

 

①不読率
ふ ど く り つ

※１５の改善
かいぜん

 

第
だい

２章
しょう

の３で確認
か くに ん

したとおり不読者
ふ ど く し ゃ

の増加
ぞ う か

は本市
ほ ん し

の直面
ちょくめん

する課題
か だ い

です。本章
ほんしょう

の２およ

び３で確認
か くに ん

したとおり、国
く に

および大阪府
お お さ か ふ

の最新
さ い しん

計画
けいか く

においても不読率
ふ ど く り つ

※１５の改善
かいぜん

が課題
か だ い

であることがあげられており、全国的
ぜ ん こ く て き

な傾向
け い こ う

でもあることから、第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の方向性
ほ う こ う せ い

に定
さ だ

めます。 

 

②発達
はったつ

段階
だんかい

に応
お う

じた取組
と り く

み 

第
だい

２章
しょう

の３で確認
か くに ん

したとおり読
よ

み聞
き

かせを習慣
しゅうかん

にしている家庭
か て い

が減少
げんしょう

しています。読
よ

み

聞
き

かせは、子
こ

どもにとって、本
ほん

と親
し た

しむための極
きわ

めて重要
じゅうよう

な機会
き か い

であることから、読
よ

み聞
き

か

せを習慣
しゅうかん

にしている家庭
か て い

の減少
げんしょう

は大
おお

きな課題
か だ い

といえます。 

この状況
じょうきょう

に鑑
かんが

み、読
よ

み聞
き

かせの普及
ふ き ゅ う

に関
かん

しては、これまでの計画
けいか く

においても注力
ちゅうりょく

してき

ましたが、各家庭
か く か て い

で読
よ

み聞
き

かせが継続的
け い ぞ く て き

に行
おこな

われ、本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

うことが習慣
しゅうかん

となるには、

各部署
か く ぶ し ょ

との連携
れんけい

を一層
い っ そ う

強
つよ

め、今
い ま

まで以上
い じ ょ う

にきめ細
こまや

かな取組
と り く

みの展開
てんかい

が必要
ひつ よ う

と考
かんが

え、こ

れまで主
おも

に所管
し ょ か ん

ごとに記載
き さ い

していた推進
すい しん

のための施策
し さ く

を、発達
はったつ

段階
だんかい

ごとの構成
こ う せ い

にあらた

め、施策
し さ く

のより効果的
こ う か て き

な実施
じ っ し

を図
はか

ります。 

 

③図書館
と し ょ か ん

と学校
が っ こ う

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

の連携
れんけい

の強化
き ょ う か

 

本市
ほ ん し

では、第
だい

２次
じ

計画
けいか く

で市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

による学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

支援
し え ん

を主要
し ゅ よ う

プロジェクトとして

位置
い ち

づけて以降
い こ う

、学校
が っ こ う

と市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の連携
れんけい

に関
かん

しては注力
ちゅうりょく

してきたところですが、本章
ほんしょう

の１で確認
か くに ん

したとおり、国
く に

において社会
し ゃ かい

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

と学校
が っ こ う

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

の一体化
い っ た い か

がすすめられ

ています。また、本市
ほ ん し

において、第
だい

２章
しょう

の２で確認
か くに ん

したとおり、子
こ

どもたちの市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

が減少
げんしょう

している実態
じ っ た い

を踏
ふ

まえると、当面
と う め ん

は小中
しょうちゅう

学生
がくせい

たちの最
もっと

も身近
み ぢ か

な図書
と し ょ

施設
し せ つ

で

ある学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

での取組
と り く

みが一層
い っ そ う

重要
じゅうよう

になると考
かんが

えられます。 
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こうした状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、第
だい

４次
じ

計画
けいか く

においては、国
く に

の動向
ど う こ う

のとおり、本市
ほ ん し

計画
けいか く

の事務局
じ む き ょ く

である図書館
と し ょ か ん

（社会
し ゃ かい

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

）と学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

管理
か ん り

担当
た ん と う

部署
ぶ し ょ

（学校
が っ こ う

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

）の連携
れんけい

に

関
かん

し、より一層
い っ そ う

の強化
き ょ う か

を図
はか

ります。 

 

④子
こ

どもの視点
し て ん

に立
た

った取組
と り く

み 

本章
ほんしょう

の２で確認
か くに ん

したとおり、国
く に

の最新
さ い しん

計画
けいか く

において、子
こ

どもの視点
し て ん

を取
と

り入
い

れることの

重要性
じゅうようせい

があげられています。 

第
だい

２章
しょう

の３であげたアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

において、「読書
ど く し ょ

が嫌
き ら

い」と答
こ た

えた児童
じ ど う

の嫌
き ら

い

な理由
り ゆ う

として、「文章
ぶんしょう

を読
よ

むのが苦手
に が て

」よりも「めんどう」との回答
かい と う

が多
おお

くなっています。 

「めんどう」という理由
り ゆ う

で「読書
ど く し ょ

が嫌
き ら

い」な場合
ば あ い

は、自身
じ し ん

の興味
き ょ う み

関心
かんしん

や読書
ど く し ょ

習熟度
しゅうじゅくど

に

合
あ

っていない本
ほん

を読
よ

んだ経験
けいけん

の積
つ

み重
かさ

ねが要因
よ う い ん

の一
ひ と

つになっていると 考
かんが

えられます。

自身
じ し ん

に合
あ

った本
ほん

に出会
で あ

え、読書
ど く し ょ

は楽
たの

しいと思
おも

える経験
けいけん

が重
かさ

なれば、読書
ど く し ょ

がより身近
み ぢ か

で

大切
たいせつ

なものに感
かん

じられるようになると考
かんが

えられるので、子
こ

どもたち一人
ひ と り

ひとりの興味
き ょ う み

関心
かんしん

や読書
ど く し ょ

習熟度
しゅうじゅくど

に対応
たいお う

できる、幅広
はばひろ

い環境
かんきょう

づくりが重要
じゅうよう

となります。 

また、中学生
ちゅうがくせい

においては、読
よ

む本
ほん

を選
え ら

ぶ時
と き

に参考
さ ん こ う

にするものにメディアをあげる生徒
せ い と

の

割合
わりあい

が第
だい

３次
じ

計画
けいか く

策定
さ く て い

時
じ

のアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

と比
ひ

して顕著
け ん ち ょ

に増加
ぞ う か

しています。こうした、

年齢
ねんれい

ごとの興味
き ょ う み

の変化
へ ん か

をうまく施策
し さ く

の展開
てんかい

に取
と

り入
い

れていくことが重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。 

これらアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

から分析
ぶんせき

できる内容
な い よ う

を踏
ふ

まえ、国
く に

の最新
さ い しん

計画
けいか く

があげるとおり、

施策
し さ く

の展開
てんかい

にあたっては、今
い ま

まで以上
い じ ょ う

に子
こ

どもの視点
し て ん

に立
た

つことが必要
ひつ よ う

と考
かんが

え、方向性
ほ う こ う せ い

として定
さ だ

めます。 

 

⑤多様
た よ う

な子
こ

どもへの対応
たいお う

 

第
だい

１章
しょう

の４で記載
き さ い

したとおり、この５年間
ねんかん

で SDGｓ※７の考
かんが

え方
かた

が普及
ふ き ゅ う

してきました。また、

読書
ど く し ょ

に関
かん

する動
う ご

きでは、読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う
※１４が令和

れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

に施行
し こ う

されました。こうし

た動
う ご

きを背景
はいけい

に、国
く に

の最新
さ い しん

計画
けいか く

では、多様
た よ う

な子
こ

どもへの対応
たいお う

が基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

としてあげられ

ました。本市
ほ ん し

のこれまでの計画
けいか く

においても、外国
がい こ く

にルーツがある子
こ

どもや、障
しょう

がいのある子
こ

どもへの取組
と り く

みは行
おこな

ってきましたが、以上
い じ ょ う

のような動向
ど う こ う

を踏
ふ

まえ、第
だい

４次
じ

計画
けいか く

においては

多様
た よ う

な子
こ

どもへの対応
たいお う

を方向性
ほ う こ う せ い

として定
さ だ

めます。 

 

５ 成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

と重点
じゅうてん

施策
し さ く

 

（１）成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

 

前節
ぜんせつ

において、第
だい

４次
じ

計画
けいか く

における方向性
ほ う こ う せ い

として、第
だい

１に不読率
ふ ど く り つ

※１５の改善
かいぜん

をあげました。

読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

の観点
かんてん

からは最
もっと

も重要
じゅうよう

な事項
じ こ う

と認識
に ん し き

します。第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したアンケ
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ート調査
ち ょ う さ

において、読書
ど く し ょ

が好
す

きと答
こ た

えた子
こ

どもは、否定的
ひ て い て き

回答
かい と う

をした子
こ

どもと比
ひ

して、

不読率
ふ ど く り つ

※１５の割合
わりあい

が低
ひ く

いという結果
け っ か

がみられます。不読率
ふ ど く り つ

※１５の改善
かいぜん

には、まず読書
ど く し ょ

が好
す

きになることが重要
じゅうよう

と考
かんが

え、読書
ど く し ょ

好
ず

きの割合
わりあい

を増加
ぞ う か

させることを目標
もくひょう

とし、成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

とし

て設定
せ っ てい

します。 

また、第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

においては、小
ちい

さい頃
こ ろ

に読
よ

み聞
き

かせをよく

してもらった経験
けいけん

がある子
こ

どもは、他
ほか

の子
こ

どもと比
ひ

して、「読書
ど く し ょ

が好
す

きか」との質問
しつ もん

に

肯定的
こ う て い て き

回答
かい と う

をした割合
わりあい

が高
たか

くなっているとともに、不読率
ふ ど く り つ

※１５の割合
わりあい

も低
ひ く

くなっています。

この結果
け っ か

から、不読率
ふ ど く り つ

※１５の改善
かいぜん

には、小
ちい

さい頃
こ ろ

の読
よ

み聞
き

かせの経験
けいけん

は非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

と考
かんが

え、読
よ

み聞
き

かせを習慣
しゅうかん

にしている家庭
か て い

の割合
わりあい

を増加
ぞ う か

させることも合
あ

わせて成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

としま

す。 

 

＜成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

＞   

①読書
ど く し ょ

が好
す

きと肯定
こ う て い

的
て き

に回答
かい と う

した子
こ

ど

もの割合
わりあい

 

（参考
さ ん こ う

値
ち

） 

小学生
しょうがくせい

:75.7%   中学生
ちゅうがくせい

:58.2%     

②読
よ

み聞
き

かせを習慣
しゅうかん

にしている（週
しゅう

１～２

回
かい

以上
い じ ょ う

とする）家庭
か て い

の割合
わりあい

 

６１％ 

（P10最上部
さ い じ ょ う ぶ

の表
ひょう

より） 

※①は教育
きょういく

委員会
い い ん か い

で行
おこな

っているアンケート調査
ち ょ う さ

「児童
じ ど う

生徒
せ い と

教職員
きょうしょくいん

アンケート」の項目
こ う も く

を

成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

として活用
かつよ う

。（当該
と う がい

項目
こ う も く

の調査
ち ょ う さ

実施
じ っ し

は令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

から） 

※①の参考値
さ ん こ う ち

は第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したアンケート調査
ち ょ う さ

の結果
け っ か

より 

※②の数値
す う ち

については、第
だい

５次
じ

計
けい

画
か く

策
さ く

定時
て い じ

にアンケート調査
ち ょ う さ

を実施
じ っ し

のうえ比較
ひ か く

する。 

 

（２）重点
じゅうてん

施策
し さ く

 

本節
ほんせつ

（１）で読
よ

み聞
き

かせを習慣
しゅうかん

にしている家庭
か て い

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

を成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

としましたが、

第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したとおり、その割合
わりあい

は第
だい

３次
じ

計
けい

画
か く

策
さ く

定
てい

時
じ

よりも減少
げんしょう

しています。この結果
け っ か

から、成果
せ い か

指標
し ひ ょ う

の達成
たっせい

には、まず減少
げんしょう

した数値
す う ち

を回復
かいふく

させることが最
さ い

重要
じゅうよう

と 考
かんが

え、読
よ

み

聞
き

かせの普及
ふ き ゅ う

に向
む

けた取組
と り く

みを重点
じゅうてん

施策
し さ く

とします。 

また、おおむね一人
ひ と り

で読書
ど く し ょ

ができるようになる就学
しゅうがく

以降
い こ う

については、第
だい

２章
しょう

の２で確認
か くに ん

したとおり、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

が減少
げんしょう

している現状
げんじょう

においては、子
こ

どもたちの最
もっと

も身近
み ぢ か

な

図書
と し ょ

施設
し せ つ

である学校
が っ こ う

の図書室
と し ょ し つ

での取組
と り く

みが一層
い っ そ う

重要
じゅうよう

になると 考
かんが

えられることから、

前節
ぜんせつ

で第
だい

４次
じ

計画
けいか く

の方向性
ほ う こ う せ い

としたことも踏
ふ

まえ、学校
が っ こ う

の図書室
と し ょ し つ

における取組
と り く

みの強化
き ょ う か

を

重点
じゅうてん

施策
し さ く

とします。 

なお、重点
じゅうてん

施策
し さ く

の展開
てんかい

にあたっては、先
さ き

にあげた各
か く

方向性
ほ う こ う せ い

を踏
ふ

まえ、「発達
はったつ

段階
だんかい

の

特性
と く せ い

にあわせるとともに、子
こ

どもたち個々
こ こ

の視点
し て ん

に立
た

った取
と り

組
く

み」に努
つ と

めます。 
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発達
はったつ

段階
だんかい

 重点
じゅうてん

施策
し さ く

 

就学前
しゅうがくぜん

の子
こ

どもたち 読
よ

み聞
き

かせの普及
ふ き ゅ う

 

就学後
し ゅ う が く ご

の子
こ

どもたち 学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

における取組
と り く

みの強化
き ょ う か

 

※推進
すい しん

のための施策
し さ く

を発達
はったつ

段階
だんかい

ごとの構成
こ う せ い

とすることから、発達
はったつ

段階
だんかい

ごとに重点
じゅうてん

施策
し さ く

を 

設定
せ っ てい

します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

※１４）読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う

 

令和
れ い わ

元年
がんねん

（２０１９年
ねん

）６月
がつ

に成立
せいりつ

した、障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、すべての人
ひ と

が読書
ど く し ょ

による文字
も じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の恩恵
おんけい

を受
う

けられるようにするための法律
ほ う り つ

。正式
せい し き

名称
めいしょう

は「視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すい しん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」。 

※１５）不読率
ふ ど く り つ

 

１か月
げつ

の間
あいだ

に１冊
さつ

も本
ほん

を読
よ

まなかった者
もの

の対象
たいしょう

集団
しゅうだん

内
ない

の割合
わりあい

。 
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第
だい

４章
しょう

 第
だい

４次
じ

計画
けいか く

推進
すいしん

のための施策
し さ く

                               

 

１ 就学前
しゅうがくぜん

の子
こ

どもたちへの施策
し さ く

 

（１）各
か く

発達
はったつ

段階
だんかい

における特性
と く せ い

 

①０～２歳
さ い

期
き

 

０～２歳
さ い

の時期
じ き

は、文字
も じ

が読
よ

めませんが、読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の観点
かんてん

において非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

です。ま

ず、読書
ど く し ょ

の土台
ど だ い

となる言葉
こ と ば

を覚
おぼ

えていく時期
じ き

であり、話
はな

しかけられることにより、言葉
こ と ば

のリズ

ムやアクセントなどを覚
おぼ

え、やがて意味
い み

があるものと気
き

づいていきます。そして、それぞれの

言葉
こ と ば

の使
つか

われる場面
ば め ん

の規則性
き そ く せ い

を記憶
き お く

し、物
もの

の概念
がいねん

や動詞
ど う し

のイメージを覚
おぼ

えていきます※A。 

言葉
こ と ば

を覚
おぼ

えるこの過程
か て い

において、絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせは効果的
こ う か て き

です。より多
おお

くの言葉
こ と ば

のリ

ズムやアクセントが身
み

につくとともに、この時期
じ き

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

においては出会
で あ

うことのない物
もの

や、あまり使
つか

われない動詞
ど う し

などに触
ふ

れることができ、いろいろな物
もの

や動詞
ど う し

のイメージを得
え

る

ことができるからです。さらに、書
か

き言葉
こ と ば

に触
ふ

れることもでき、こののち保育所
ほ い く し ょ

や幼稚園
よ う ち え ん

で

いろいろなことを習
な ら

う際
さ い

に役
や く

立
だ

つことになります※B。 

また、この時期
じ き

の読
よ

み聞
き

かせは、言葉
こ と ば

の発達
はったつ

への効果
こ う か

にとどまらず、心
こころ

の面
めん

への効果
こ う か

も

期待
き た い

できます。絵本
え ほ ん

を介
かい

した保護者
ほ ご し ゃ

との触
ふ

れ合
あ

いは、保護者
ほ ご し ゃ

と子
こ

ども、共
と も

に情緒的
じょうちょてき

安定
あんてい

が得
え

られ、互
たが

いの絆
きずな

が深
ふか

まるとともに、社会性
し ゃかいせい

や自己
じ こ

肯定感
こ う ていかん

の育
はぐく

みへとつながります※C。

そして、何
なに

よりも、本
ほん

を介
かい

して保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
い っ し ょ

に楽
たの

しいひと時
と き

を過
す

ごすことは、本
ほん

へのプラスの

イメージの醸成
じょうせい

となり、本
ほん

好
ず

きへとつながることも期待
き た い

できます※D。 

この時期
じ き

の読
よ

み聞
き

かせは、言葉
こ と ば

の発達
はったつ

の効果
こ う か

と合
あ

わせ、心
こころ

の面
めん

への効果
こ う か

についても

PR に努
つ と

め、まず楽
たの

しいひと時
と き

を分
わ

かちあうことが重要
じゅうよう

であり、普段
ふ だ ん

のコミュニケーションの

延長
えんちょう

程度
て い ど

に考
かんが

え、気軽
き が る

にできるものであることを周知
し ゅ う ち

することが大切
たいせつ

といえます。 

 

②３～６歳
さ い

期
き

 

子
こ

どもは、一般的
い っぱん て き

に３歳
さ い

頃
ご ろ

までにある程度
て い ど

の語彙
ご い

と文法
ぶんぽう

を習得
しゅうとく

し、その後
ご

、それをもと

に国語力
こ く ご り ょ く

の土台
ど だ い

を形成
けいせい

していきます※E。この言語
げ ん ご

獲得
か く と く

の敏感期
び ん か ん き

※F は１２歳
さ い

頃
ご ろ

まで続
つづ

き、

特
と く

に５～６歳
さ い

がピークといわれています※G。 

このピーク時
じ

を含
ふ く

めた前後
ぜ ん ご

の時期
じ き

に絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせを習慣的
しゅうかんてき

に行
おこな

うと効果的
こ う か て き

です。

語彙力
ご い り ょ く

が急上昇
きゅうじょうしょう

する時期
じ き

なので、絵本
え ほ ん

でいろいろなストーリーに出会
で あ

い、いろいろな言葉
こ と ば

や場面
ば め ん

に触
ふ

れると、国語力
こ く ご り ょ く

が質
し つ

・量
りょう

ともに充実
じゅうじつ

していきます。 

生活
せいかつ

のなかの会話
か い わ

だけでも多
おお

くの言葉
こ と ば

を吸収
きゅうしゅう

していく時期
じ き

ですが、こののち、就学後
し ゅ う が く ご

に
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本格的
ほん か く て き

な読
よ

み書
か

き学習
がくしゅう

が始
は じ

まることを考
かんが

えると、絵本
え ほ ん

で整
ととの

った書
か

き言葉
こ と ば

に多
おお

く触
ふ

れてお

くことは、非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

といえます※H。 

 

（２）重点
じゅうてん

施策
し さ く

：読
よ

み聞
き

かせの普及
ふ き ゅ う

 

※所管
し ょ か ん

欄
ら ん

の表記
ひ ょ う き

説明
せつめい

 

子
こ

育
そだて

セ…子育
こ そ だ

て総合
そ う ご う

支援
し え ん

センター※２１   児童
じ ど う

セ…児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター※１３  

保育
ほ い く

所
し ょ

…市立
し り つ

保育所
ほ い く し ょ

 こども園
えん

…市立
し り つ

こども園
えん

 文
ぶん

公
こ う

振
し ん

…文化
ぶ ん か

・公民館
こ うみんかん

振興課
し ん こ う か

 

図
と

書
し ょ

館
かん

…市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

  

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

職員
しょくいん

に よ る 読
よ

み 聞
き

か せ の

実施
じ っ し

 

子
こ

どもの年齢
ねんれい

や興味
き ょ う み

などを考慮
こ う り ょ

のうえ、読
よ

み 

聞
き

かせを実施
じ っ し

する。 

児童
じ ど う

セ 

保育所
ほ い く し ょ

 

こども園
えん

 

〇 〇 

ファンフレンズ

プログラム※１６ 

４、５歳
さ い

児
じ

にファンフレンズプログラム※１６を行
おこな

 

い、子
こ

どもの豊
ゆた

かな心
こころ

を育
はぐく

む絵本
え ほ ん

を読
よ

み聞
き

 

かせる。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
 〇 

行事
ぎ ょ う じ

開催
かいさい

 

絵本
え ほ ん

やおはなし（素語
す が た

り）※１７の魅力
み り ょ く

を周知
し ゅ う ち

 

するため、おはなし会
かい
※１０を定期的

て い き て き

に開催
かいさい

す 

る。 

図
と

書
し ょ

館
かん

  〇 

関係
かんけい

機関
き か ん

等
と う

と

の連携
れんけい

、協力
きょうりょく

 

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

と市内
し な い

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

が連携
れんけい

、 

協力
きょうりょく

のもと、絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせやおはなし 

（素語
す が た

り）※１７を実施
じ っ し

する。 

児童
じ ど う

セ 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

ボランティアと

の連携
れんけい

 

ボランティアと連携
れんけい

のもと、絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせ 

やおはなし（素語
す が た

り）※１７を実施
じ っ し

する。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

保護者
ほ ご し ゃ

、子
こ

ども

へのアプローチ 

地域
ち い き

への室内
しつない

開放
かいほう

等
と う

で、参加者
さ ん か し ゃ

に読
よ

み聞
き

か 

せの楽
たの

しさや大切
たいせつ

さを伝
つた

える。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 

子
こ

どもに読
よ

み聞
き

かせをした絵本
え ほ ん

が保護者
ほ ご し ゃ

に 

わかるように、各
か く

クラスの部屋
へ や

の前
ま え

に読
よ

み聞
き

 

かせした絵本
え ほ ん

を設置
せ っ ち

する。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

保護者
ほ ご し ゃ

、子
こ

ども

へのアプローチ 

 

乳幼児向
に ゅ う よ う じ む

けの行事
ぎ ょ う じ

を実施
じ っ し

し、読
よ

み聞
き

かせの 

魅力
み り ょ く

を保護者
ほ ご し ゃ

に伝
つた

える。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 
 

館内
かんない

児童書
じ ど う し ょ

コーナーに保護者向
ほ ご し ゃ む

けの読
よ

み聞
き

 

かせを勧
すす

める本
ほん

を並
な ら

べたコーナーを設
も う

ける。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

地域
ち い き

のサロンやサークルに出向
で む

いて、絵本
え ほ ん

の 

読
よ

み聞
き

かせを実施
じ っ し

する。（出前
で ま え

講座
こ う ざ

） 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 

読
よ

み聞
き

かせの魅力
み り ょ く

や効果
こ う か

の周知
し ゅ う ち

およびＰＲ 

を趣旨
し ゅ し

に、保護者向
ほ ご し ゃ む

けに出前
で ま え

講座
こ う ざ

を行
おこな

う。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

 

（３）その他
ほか

の施策
し さ く

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

う

場
ば

の環境
かんきょう

整備
せ い び

 

保育
ほ い く

室内
しつない

に絵本
え ほ ん

コーナーを設置
せ っ ち

する。 

子
こ

育
そだて

セ

児童
じ ど う

セ

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

〇 〇 

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

センター等
と う

において、子
こ

どもの本
ほん

を 

設
も う

けた児童室
じ ど う し つ

を開放
かいほう

する。 
文
ぶん

公
こ う

振
し ん

 〇 〇 

絵本
え ほ ん

コーナーにおいて、絵本
え ほ ん

の表紙
ひ ょ う し

を見
み

せる 

面
めん

展示
て ん じ

を行
おこな

うなど、子
こ

どもが興味
き ょ う み

を持
も

ちやす 

い工夫
く ふ う

を行
おこな

う。 

児童
じ ど う

セ 

保育
ほ い く

所
し ょ

 
〇 〇 

既存
き そ ん

の施設
し せ つ

のほか、市内
し な い

において本
ほん

が設置
せ っ ち

 

できる場所
ば し ょ

を確保
か く ほ

し、利用
り よ う

に供
きょう

する。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

本
ほん

の貸出
か し だ

し 
家庭
か て い

での本
ほん

との触
ふ

れ合
あ

いを促
うなが

すため、絵本
え ほ ん

 

や育児書
い く じ し ょ

の貸出
かしだ し

を実施
じ っ し

する。 
子
こ

育
そだて

セ 〇 〇 

蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

、

整備
せ い び

 

子
こ

どもたちの年齢
ねんれい

や興味
き ょ う み

に合
あ

わせて本
ほん

を 

選択
せんた く

できるように蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

子
こ

育
そだて

セ

児童
じ ど う

セ

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

、

整備
せ い び

 

季節
き せ つ

やテーマに合
あ

わせた入替
い れ か

えを行
おこな

うなど、

絵本
え ほ ん

コーナーを定期的
て い き て き

にチェックする機会
き か い

を

持
も

ち、充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

児童
じ ど う

セ 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

〇 〇 

書架
し ょ か

の魅力
み り ょ く

を維持
い じ

するため 、新刊
しんかん

図書
と し ょ

の

継続的
け い ぞ く て き

購入
こうにゅう

の他
ほか

、所蔵
し ょ ぞ う

図書
と し ょ

の買替
か い か

えを行
おこな

う

など、計画的
け い か く て き

購入
こうにゅう

に努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

本
ほん

選
え ら

びのサポートを趣旨
し ゅ し

に、おすすめ本
ぼん

やテ 

ーマに沿
そ

った本
ほん

の展示
て ん じ

を行
おこな

う。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

連携
れんけい

による

取組
と り く

み 

子
こ

どもたちが本
ほん

と出会
で あ

う機会
き か い

の場
ば

の創出
そうしゅつ

を 

趣旨
し ゅ し

に、市立
し り つ

の子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

が連携
れんけい

、 

協力
きょうりょく

のもと、行事
ぎ ょ う じ

等
と う

を行
おこな

う。  

例
れい

）スタンプラリー 

子
こ

育
そだて

セ 

文
ぶん

公
こ う

振
し ん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

保健
ほ け ん

センターと連携
れんけい

のもと、４か月
げつ

児
じ

健診
けん しん

の 

際
さ い

、赤
あか

ちゃんに絵本
え ほ ん

を贈呈
ぞ う て い

する。（ブックスタ 

ート※８） 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇  

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の団体
だんたい

貸出
かしだ し

制度
せ い ど

を活用
かつよ う

のもと、 

関連
かんれん

施設
し せ つ

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

を図
はか

る。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

市内
し な い

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

向上
こうじょう

を 

趣旨
し ゅ し

に、図書館
と し ょ か ん

で生
しょう

じたリサイクル本
ぼん

の市内
し な い

 

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

への優先的
ゆ うせん て き

譲渡
じ ょ う と

と活用
かつよ う

に努
つ と

 

める。 

児童
じ ど う

セ 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

文
ぶん

公
こ う

振
し ん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

ボランティアに対
たい

して、活動
かつど う

の場
ば

や情報
じょうほう

の 

提供
ていきょう

、また団体向
だ ん た い む

け貸出
かしだ し

を行
おこな

い、活動
かつど う

を 

支援
し え ん

する。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

行事
ぎ ょ う じ

の開催
かいさい

 
地域
ち い き

の行事
ぎ ょ う じ

にて絵本
え ほ ん

の内容
な い よ う

を取
と

り入
い

れたエ 

プロンシアター※１８やおはなしの劇
げき

を行
おこな

う。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

行事
ぎ ょ う じ

の開催
かいさい

 

子
こ

どもたちの図書館
と し ょ か ん

来館
らいかん

の機会
き か い

を創出
そうしゅつ

する

ため、おはなし会
かい

※ １ ０以外
い が い

にも各種
か く し ゅ

行事
ぎ ょ う じ

を

開催
かいさい

する。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

乳幼児
に ゅ う よ う じ

を本
ほん

や図書館
と し ょ か ん

と結
むす

ぶことを趣旨
し ゅ し

に、

乳幼児向
に ゅ う よ う じ む

けの行事
ぎ ょ う じ

を開催
かいさい

する。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇  

読書
ど く し ょ

指導
し ど う

 

身近
み ぢ か

な動植物
どうしょくぶつ

等
と う

について、調
し ら

べたり発見
は っ けん

した

りといった、子
こ

どもの好奇心
こ う き し ん

や探求心
たんきゅうしん

を充
み

た

す図鑑
ず か ん

、絵本
え ほ ん

を設置
せ っ ち

のもと、子
こ

どもが自
みずか

ら学
ま な

ぶ機会
き か い

を設
も う

ける。 

児童
じ ど う

セ

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

〇 〇 

本
ほん

を大切
たいせつ

にすることを子
こ

どもに理解
り か い

させ、その

取扱
とりあつか

いを指導
し ど う

する。 

児童
じ ど う

セ

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

〇 〇 

保護者
ほ ご し ゃ

に子育
こ そ だ

てに参考
さ ん こ う

となる本
ほん

の貸出
かしだ し

を行
おこな

う。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 

保護者
ほ ご し ゃ

、子
こ

ども

へのアプローチ 

保護者
ほ ご し ゃ

におはなし広場
ひ ろ ば

などの情報
じょうほう

提供
ていきょう

を通
つ う

 

じ、読書
ど く し ょ

についての興味
き ょ う み

喚起
か ん き

を図
はか

る。 
子
こ

育
そだて

セ 〇 〇 

保護者
ほ ご し ゃ

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

を通
つ う

じ、読書
ど く し ょ

についての

興味
き ょ う み

喚起
か ん き

を図
はか

る。 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 
〇 〇 

子
こ

どもや保護者
ほ ご し ゃ

の本
ほん

との出
で

会
あ

いのサポートを 

趣旨
し ゅ し

に積極的
せっきょくてき

フロアワーク※１９に努
つ と

める。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の習慣
しゅうかん

のない保護者
ほ ご し ゃ

の参加
さ ん か

も 

促
うなが

せるように取組
と り く

みを工夫
く ふ う

する。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

ＰＲ 

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の促進
そ く し ん

を趣旨
し ゅ し

に、市
し

広報
こ う ほ う

や 

Web サイト、また市
し

SNS※３を活用
かつよ う

のもと、 

行事
ぎ ょ う じ

や読書
ど く し ょ

情報
じょうほう

の周知
し ゅ う ち

、ＰＲに努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

子
こ

どもや保護者
ほ ご し ゃ

の本
ほん

との出会
で あ

いのサポートを 

趣旨
し ゅ し

に、ブックリスト※２０を作成
さ く せ い

のうえ配布
は い ふ

に 

努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 
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（４）多様
た よ う

な子
こ

どもへの施策
し さ く

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
０～ 

２歳
さ い

 

３～ 

6歳
さ い

 

障
しょう

がいのある

子
こ

どもへの

取組
と り く

み 

子
こ

どもの個性
こ せ い

への配慮
は い り ょ

に努
つ と

め、興味
き ょ う み

に合
あ

わ

せた本
ほん

選
え ら

びを行
おこな

う。 

児童
じ ど う

セ 

保育
ほ い く

所
し ょ

 

こども園
えん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

通常
つうじょう

の図書
と し ょ

での読書
ど く し ょ

が困難
こんなん

な利用者向
り よ う し ゃ む

け 

に、障
しょう

がいの特性
と く せ い

に応
お う

じた各種
か く し ゅ

資料
し り ょ う

の収集
しゅうしゅう

 

に努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

外国
がい こ く

にルーツ

を持
も

つ子
こ

ども

への読書
ど く し ょ

支援
し え ん

 

「四條畷
しじょうなわて

市
し

にほんご教室
きょうしつ

」において、幼児
よ う じ

に 

合
あ

った絵本
え ほ ん

を選
え ら

び、随時
ず い じ

読
よ

み聞
き

かせを行
おこな

う。 
文
ぶん

公
こ う

振
し ん

 〇 〇 

外国語
が い こ く ご

で書
か

かれた図書
と し ょ

の収集
しゅうしゅう

に努
つ と

める。 図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

日本語
に ほ ん ご

での利用
り よ う

案内
あんない

が困難
こんなん

な利用者向
り よ う し ゃ む

け 

に、外国語
が い こ く ご

で書
か

かれた利用
り よ う

案内
あんない

を作成
さ く せ い

する。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

 

２ 就学後
し ゅ う が く ご

の子
こ

どもたちへの施策
し さ く

 

（１）各
か く

発達
はったつ

段階
だんかい

における特性
と く せ い

 

①小学生
しょうがくせい

 

小学生
しょうがくせい

は、本格的
ほん か く て き

に読
よ

み書
か

きを習
な ら

い始
は じ

める時期
じ き

であるとともに、言語
げ ん ご

獲得
か く と く

の敏感期
び ん か ん き

が

終了
しゅうりょう

する時期
じ き

であり、国語力
こ く ご り ょ く

の土台
ど だ い

の形成
けいせい

において非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

な時期
じ き

です。この時期
じ き

に

どれだけ本
ほん

を読
よ

んだかは、その後
ご

の国語
こ く ご

力
りょく

に大
おお

きな影響
えいきょう

を及
およ

ぼすといえるでしょう※ I。 

特
と く

に、１０歳
さ い

ごろまでに読書
ど く し ょ

の習慣
しゅうかん

をつけ、一
い っ

定量
ていりょう

の書
か

き言葉
こ と ば

を読
よ

むことに慣
な

れておくこ

とは大切
たいせつ

です※J。１０歳
さ い

ごろ、思考
し こ う

の方法
ほ う ほ う

が具体的
ぐ た い て き

な操作
そ う さ

から形式的
け い し き て き

な操作
そ う さ

に変化
へ ん か

※K す

るのに合
あ

わせ、教科書
き ょ う か し ょ

はもちろん、知識
ち し き

の本
ほん

や読
よ

み物
もの

においても、内容
な い よ う

が質
し つ

・量
りょう

ともにステ

ップアップしますが、それまでに一
い っ

定量
ていりょう

の書
か

き言葉
こ と ば

の文章
ぶんしょう

を読
よ

むことに慣
な

れていないと、

質
し つ

・量
りょう

のアップに対応
たいお う

できない可能性
か の う せ い

があるからです。低学年
ていがくねん

のうちはあまり目立
め だ

たなか

った読書力
ど くし ょ り ょ く

の差
さ

が、高学年
こ う が く ね ん

になるにつれ顕著
け ん ち ょ

になりますが、その要因
よ う い ん

は、この質
し つ

・量
りょう

のアッ

プによるところが大
おお

きいと考
かんが

えられます。 

小学生
しょうがくせい

になって読
よ

み書
か

きを習
な ら

い、文法
ぶんぽう

や難
むずか

しい漢字
か ん じ

を覚
おぼ

えても、それだけでは円滑
えんかつ

に

読書
ど く し ょ

ができるようになるわけではなく※L、一
い っ

定量
ていりょう

の書
か

き言葉
こ と ば

の文章
ぶんしょう

に触
ふ

れる習慣
しゅうかん

が重要
じゅうよう

であることに留意
り ゅ う い

する必要
ひつ よ う

があります。 
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②中学生
ちゅうがくせい

および中学校
ちゅうがっこう

卒業
そつぎょう

～１８歳
さ い

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

） 

前述
ぜんじゅつ

のように、言語
げ ん ご

獲得
か く と く

の敏感期
び ん か ん き

は１２歳
さ い

頃
ご ろ

で終了
しゅうりょう

し、思春期
し し ゅ ん き

以降
い こ う

は減退
げんたい

していきま

すが、一方
い っぽ う

で、１２歳
さ い

頃
ご ろ

から脳
の う

の前頭
ぜん と う

前野
ぜ ん や

の成長
せいちょう

が顕著
け ん ち ょ

になり※M、思考力
し こ う り ょ く

が発達
はったつ

します。

脳
の う

は、発達期
は っ た つ き

に該当
がい と う

箇所
か し ょ

を刺激
し げ き

すると発達
はったつ

がより促
うなが

されるといわれており、この時期
じ き

に

前頭
ぜん と う

前野
ぜ ん や

を使
つか

う読書
ど く し ょ

を習慣的
しゅうかんてき

に行
おこな

えば、思考力
し こ う り ょ く

の向上
こうじょう

が期待
き た い

できます※N。 

思考力
し こ う り ょ く

が発達
はったつ

すれば、多感
た か ん

でもあるこの時期
じ き

は、教養
きょうよう

の本
ほん

から得
え

られる知識
ち し き

、そして読
よ

み物
もの

から得
え

られる体験
たいけん

や感情
かんじょう

を、プライベートや学校
が っ こ う

生活
せいかつ

における種々
しゅじゅ

の体験
たいけん

と重
かさ

ね合
あ

わ

せて自身
じ し ん

の中
なか

に位置
い ち

づける力
ちから

も期待
き た い

でき、豊
ゆた

かな心
こころ

、そして生
い

きる力
ちから

の醸成
じょうせい

の観点
かんてん

から

も、中学生
ちゅうがくせい

から１８歳
さ い

の時期
じ き

にたくさんの本
ほん

と出会
で あ

うことは極
きわ

めて重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます※O。 

特
と く

に中学生
ちゅうがくせい

の時
じ

期
き

に関
かん

しては、大人
お と な

になっても読書
ど く し ょ

が好
す

きであるかどうかは義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

までで決
き

まるとの指摘
し て き

もあり※P、生涯
しょうがい

にわたり継続
け い ぞ く

して読書
ど く し ょ

を行
おこな

うようになるかどう

かの分岐点
ぶ ん き て ん

ともいえることを合
あ

わせて考
かんが

えると、中学生
ちゅうがくせい

の時期
じ き

にいかに本
ほん

との出会
で あ

いを

途切
と ぎ

れさせないようにし、18歳
さ い

までつなぐかに留意
り ゅ う い

する必要
ひつ よ う

があります。 

 

（２）重点
じゅうてん

施策
し さ く

：学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

（図書室
と し ょ し つ

）における取組
と り く

みの強化
き ょ う か

 

※所管
し ょ か ん

欄
ら ん

の表記
ひ ょ う き

説明
せつめい

 

教総
きょうそう

課
か

…教育
きょういく

総務課
そ う む か

 教
きょう

支
し

セ…教育
きょういく

支援
し え ん

センター 小
しょう

学校
が っ こ う

…市立
し り つ

小学校
しょうがっこう

  

中
ちゅう

学校
が っ こ う

…市立
し り つ

中学校
ちゅうがっこう

 ス青
せい

課
か

…スポーツ・青少年課
せい し ょ うね んか

 文公
ぶん こ う

振
し ん

・・・文化
ぶ ん か

・公民館
こ うみんかん

振興課
し ん こ う か

 図書
と し ょ

館
かん

…市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

  

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

積極的
せっきょくてき

活用
かつよ う

 

子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

習慣
しゅうかん

の定着
ていちゃく

及
およ

び図書室
と し ょ し つ

 

利用
り よ う

の促進
そ く し ん

を図
はか

るため、授業
じゅぎょう

等
と う

で利用
り よ う

する 

など、図書室
と し ょ し つ

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよ う

に努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

児童
じ ど う

、生徒
せ い と

の図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

を習慣
しゅうかん

づけるた 

め、休
やす

み時間
じ か ん

や昼
ひる

休
やす

み等
と う

に開室
かいしつ

し、自主的
じ し ゅ て き

 

な図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

を啓発
けいはつ

する。 

※中学校
ちゅうがっこう

は昼休
ひるやす

みと放課後
ほ う か ご

 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

積極的
せっきょくてき

活用
かつよ う

 
図書室
と し ょ し つ

利用
り よ う

の促進
そ く し ん

を図
はか

るため、図書室
と し ょ し つ

の本
ほん

の貸出
かしだ し

を行
おこな

う。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

人的
じ ん て き

配置
は い ち

 

図書室
と し ょ し つ

の活性化
か っ せ い か

を図
はか

るため 、学校
が っ こ う

と市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

が連携
れんけい

のもと、開室
かいしつ

や蔵書
ぞ う し ょ

管理
か ん り

等
と う

を

行
おこな

う職員
しょくいん

を配置
は い ち

するとともに、連携
れんけい

体制
たいせい

強化
き ょ う か

のための情報
じょうほう

交換
こ う か ん

に努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

教
きょう

支
し

セ 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

魅力的
み り ょ く て き

な蔵書
ぞ う し ょ

の構築
こ う ち く

 

学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

図書
と し ょ

標準
ひょうじゅん

※２３の達成
たっせい

に向
む

けて、 

図書
と し ょ

購入
こうにゅう

の予算
よ さ ん

確保
か く ほ

に努
つ と

め、各学校
か く が っ こ う

の蔵
ぞ う

 

書
し ょ

冊数
さ っ す う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

教総
きょうそう

課
か

 〇 〇 

調
し ら

べ学習
がくしゅう

のみならず、自由
じ ゆ う

読書
ど く し ょ

などの多様
た よ う

 

な利用
り よ う

に対応
たいお う

できるように、計画的
け い か く て き

に資料
し り ょ う

 

購
こ う

入
にゅう

を行
おこな

い、幅広
はばひろ

い蔵書
ぞ う し ょ

構成
こ う せ い

となるよう努
つ と

 

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

児童
じ ど う

、生徒
せ い と

が新聞
しんぶん

を利用
り よ う

する機会
き か い

確保
か く ほ

のた 

め、全
ぜん

小中学校
しょうちゅうがっこう

への複
ふ く

数紙
す う し

の新聞
しんぶん

の配備
は い び

と 

利用
り よ う

促進
そ く し ん

に努
つ と

める。 

教総
きょうそう

課
か

 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

〇 〇 

書架
し ょ か

の魅力的
み り ょ く て き

な状態
じょうたい

を維持
い じ

するため、傷
いた

ん 

だ本
ほん

や記載
き さ い

内容
な い よ う

が古
ふる

くなった本
ほん

の除籍
じ ょ せ き

や 

買替
か い か

えに努
つ と

め、定期的
て い き て き

に蔵書
ぞ う し ょ

の更新
こ う し ん

を行
おこな

う。 

小
しょう

学校
が っ こ う

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

活性化
か っ せ い か

の取組
と り く

み 

飾
かざり

つけやおすすめ本
ぼん

の展示
て ん じ

、またイベントな 

ど、図書室
と し ょ し つ

が魅力的
み り ょ く て き

に見
み

えるような演出
えんしゅつ

を 

行
おこな

う。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

図書室
と し ょ し つ

の自由
じ ゆ う

利用
り よ う

を促進
そ く し ん

するため、新着本
しんちゃくぼん

 

やおすすめの本
ほん

の紹介
しょうかい

等
と う

を載
の

せた、図書室
と し ょ し つ

 

だよりの発行
は っ こ う

に努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

子
こ

どもたちの図書室
と し ょ し つ

への来室
らい しつ

を促進
そ く し ん

するた 

め、図書
と し ょ

委員
い い ん

（文化
ぶ ん か

委員
い い ん

）が図書室
と し ょ し つ

で活動
かつど う

 

する機会
き か い

を設
も う

ける。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

活性化
か っ せ い か

の 

取組
と り く

み 

子
こ

どもたちによる図書室
と し ょ し つ

づくりを図
はか

るため、

図書
と し ょ

委員会
い い ん か い

への出席
しゅっせき

に努
つ と

め、意見
い け ん

交換
こ う か ん

な

どを行
おこな

う。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

意欲
い よ く

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、

ニーズに積極的
せっきょくてき

に対応
たいお う

すべく、図書室
と し ょ し つ

で

所蔵
し ょ ぞ う

していない場合
ば あ い

は、市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

から本
ほん

を取
と

り寄
よ

せる。 

小
しょう

学校
が っ こ う

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

施設
し せ つ

、設備
せ つ び

の

充実
じゅうじつ

 

校舎
こ う し ゃ

の大規模
だ い き ぼ

改造
かいぞう

工事
こ う じ

等
と う

に合
あ

わせて、 

老朽化
ろ う き ゅ う か

している図書室
と し ょ し つ

の改修
かいしゅう

に努
つ と

めるとと 

もに、本棚
ほんだな

、机
つくえ

、椅子
い す

などの備品
び ひ ん

についても 

老朽化
ろ う き ゅ う か

しているものは買替
か い か

え等
と う

を行
おこな

う。 

教総
きょうそう

課
か

 〇 〇 

ボランティアと

の連携
れんけい

、協力
きょうりょく

 

図書室
と し ょ し つ

の整備
せ い び

、活性化
か っ せ い か

を趣旨
し ゅ し

に、ボランテ 

ィアの受入
う け い

れに努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

図書室
と し ょ し つ

の活性化
か っ せ い か

を趣旨
し ゅ し

に、学校
が っ こ う

が受
う

け入
い

 

れたボランティアと連携
れんけい

、協力
きょうりょく

して実現
じつげん

可能
か の う

 

な協働
きょうどう

体制
たいせい

を構築
こ う ち く

する。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

運営
う ん え い

体制
たいせい

の

強化
き ょ う か

 

図書室
と し ょ し つ

の利
り

活用
かつよ う

の活性化
か っ せ い か

を図
はか

るため、 

学校
が っ こ う

図書
と し ょ

館
かん

協議会
き ょ う ぎ か い

等
と う

、管理
か ん り

運営
う ん え い

について 

各校間
か く こ う か ん

で情報
じょうほう

交換
こ う か ん

を行
おこな

う場
ば

を設
も う

ける。 

小
しょう

学校
が っ こ う

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

図書室
と し ょ し つ

と図書館
と し ょ か ん

の連絡
れ ん ら く

や情報
じょうほう

交換
こ う か ん

、また 

本
ほん

の取寄
と り よ

せの円滑化
え ん か つ か

を趣旨
し ゅ し

に、市立
し り つ

 

図書館
と し ょ か ん

と学校間
がっ こ う かん

の巡回便
じゅんかいびん

を運行
う ん こ う

する。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

 

（３）その他
ほか

の施策
し さ く

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

う

場
ば

の環境
かんきょう

整備
せ い び

 

子
こ

どもたちがいつでも読書
ど く し ょ

できるように、 

学級
がっきゅう

文庫
ぶ ん こ

や学年
がくねん

文庫
ぶ ん こ

などの設置
せ っ ち

に努
つ と

める。 
小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

う

場
ば

の環境
かんきょう

整備
せ い び

 

本
ほん

と触
ふ

れ合
あ

う機会
き か い

の創出
そうしゅつ

として、ふれあい

教室
きょうしつ

に本
ほん

を配備
は い び

する。 
ス青
せい

課
か

 〇  

教育
きょういく

文化
ぶ ん か

センター等
と う

において、子
こ

どもの本
ほん

を

設置
せ っ ち

した児童
じ ど う

室
し つ

を開放
かいほう

する。 
文公
ぶん こ う

振
し ん

 〇  

既存
き そ ん

の施設
し せ つ

のほか、市内
し な い

において本
ほん

が設置
せ っ ち

できる場所
ば し ょ

を確保
か く ほ

し、利用
り よ う

に供
きょう

する。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

、

整備
せ い び

 

小学生
しょうがくせい

から１８歳
さ い

まで幅広
はばひろ

く、年齢
ねんれい

や興味
き ょ う み

、ま 

た読書
ど く し ょ

習熟度
しゅうじゅくど

に合
あ

った本
ほん

を選
え ら

べるように、子
こ

 

どもの視点
し て ん

に立
た

った蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

書架
し ょ か

の魅力
み り ょ く

を維持
い じ

するため、新刊
しんかん

図書
と し ょ

の 

継続的
け い ぞ く て き

購入
こうにゅう

の他
ほか

、所蔵
し ょ ぞ う

図書
と し ょ

の買替
か い か

えを行
おこな

う 

など、計画的
け い か く て き

購入
こうにゅう

に努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

本
ほん

への興味
き ょ う み

喚起
か ん き

のための

取組
と り く

み 

本
ほん

選
え ら

びのサポートを趣旨
し ゅ し

に、おすすめ本
ぼん

やテ 

ーマに沿
そ

った本
ほん

の展示
て ん じ

を行
おこな

う。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

中学生
ちゅうがくせい

以上
い じ ょ う

の年代
ねんだい

の本
ほん

選
え ら

びのサポートを 

趣旨
し ゅ し

に、年齢
ねんれい

に合
あ

わせた本
ほん

を集
あつ

めたコーナー 

を設置
せ っ ち

する。（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

図
と

書
し ょ

館
かん

  〇 

１時間
じ か ん

目
め

開始前
か い し ま え

の時間
じ か ん

を活用
かつよ う

のもと、読書
ど く し ょ

 

の時間
じ か ん

の確保
か く ほ

に努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

青少年
せいしょうねん

読書
ど く し ょ

感想
かん そ う

文
ぶん

コンクールへの参加
さ ん か

に向
む

 

けて、読書
ど く し ょ

感想
かん そ う

文
ぶん

に取
と

り組
く

む。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 
〇 〇 

読書
ど く し ょ

への関心
かんしん

を高
たか

めるため、読書
ど く し ょ

感想
かん そ う

文
ぶん

の 

ほか、感想画
か ん そ う が

、本
ほん

の帯
おび

づくり等
と う

、読書
ど く し ょ

関連
かんれん

コ 

ンクールへの参加
さ ん か

促進
そ く し ん

に努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  

児童
じ ど う

の読書
ど く し ょ

意欲
い よ く

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、読書
ど く し ょ

ノ 

ートやカードの活用
かつよ う

に努
つ と

める。 
小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  

本
ほん

に親
し た

しむことを趣旨
し ゅ し

に、概
おおむ

ね週
しゅう

１時間
じ か ん

の 

読書
ど く し ょ

指導
し ど う

を行
おこな

う。 
小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

本
ほん

への興味
き ょ う み

喚起
か ん き

のための

取組
と り く

み 

図書
と し ょ

の時間
じ か ん

※２２等
と う

を活用
かつよ う

し、面白
お も し ろ

いと思
おも

う本
ほん

を児童
じ ど う

同士
ど う し

で勧
すす

め合
あ

う機会
き か い

を設
も う

ける。 
小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  

本
ほん

と接
せ っ

する機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を図
はか

り、放課後
ほ う か ご

子
こ

ども

教室
きょうしつ

で絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせを実施
じ っ し

する。 
ス青
せい

課
か

 〇  

子
こ

どもたちの図書館
と し ょ か ん

来館
らいかん

の機会
き か い

を創出
そうしゅつ

する

ため、おはなし会
かい

※ １ ０をはじめ、各種
か く し ゅ

行事
ぎ ょ う じ

を

開催
かいさい

する。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

連携
れんけい

による 

取組
と り く

み 

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

の団体
だんたい

貸出
かしだ し

制度
せ い ど

を活用
かつよ う

のもと、 

子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

を図
はか

る。 

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

図書館
と し ょ か ん

の魅力
み り ょ く

や有用
ゆ う よ う

さの理解
り か い

促進
そ く し ん

のため、 

図書館
と し ょ か ん

見学
けんが く

、または利用
り よ う

体験
たいけん

の実施
じ っ し

に努
つ と

め 

る。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇  

図書館
と し ょ か ん

の役割
や く わ り

や重要性
じゅうようせい

の周知
し ゅ う ち

、ＰＲを図
はか

るた 

め、職場
し ょ く ば

体験
たいけん

や実習
じっしゅう

を受入
う け い

れる。 
図
と

書
し ょ

館
かん

  〇 

子
こ

どもたちが本
ほん

と出会
で あ

う機会
き か い

の場
ば

の創出
そうしゅつ

を 

趣旨
し ゅ し

に、市立
し り つ

の子
こ

ども関連
かんれん

機関
き か ん

が連携
れんけい

、 

協力
きょうりょく

のもと、行事
ぎ ょ う じ

等
と う

を行
おこな

う。  

例
れい

）スタンプラリー 

文公
ぶん こ う

振
し ん

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 
〇  

子
こ

どもたちが読
よ

み聞
き

かせやおはなし（素語
す が た

り）※１７を聞
き

く機会
き か い

の創出
そうしゅつ

のため、おはなしボ

ランティアの受入
う け い

れに努
つ と

める。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 
〇  

各所管
か く し ょ か ん

での読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、 

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

で生
しょう

じたリサイクル本
ぼん

を優先
ゆうせん

 

譲渡
じ ょ う と

のもと、子
こ

どもたちの利用
り よ う

に供
きょう

する。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 

ス青
せい

課
か

 

図
と

書
し ょ

館
かん

 

〇 〇 

保護者
ほ ご し ゃ

、子
こ

ど

もへのアプロ

ーチ 

家族
か ぞ く

みんなで読書
ど く し ょ

を通
つ う

じた家族
か ぞ く

のコミュニケ 

ーションを深
ふか

めていく「家読
う ち ど く

※２４」について、 

児童
じ ど う

の保護者
ほ ご し ゃ

に向
む

けて啓発
けいはつ

を図
はか

る。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

保護者
ほ ご し ゃ

、子
こ

ど

もへのアプロ

ーチ 

図書室
と し ょ し つ

だより等
と う

を通
つ う

じ、図書室
と し ょ し つ

の本
ほん

の紹介
しょうかい

や活動
かつど う

の情報
じょうほう

が保護者
ほ ご し ゃ

に届
と ど

くよう図
はか

るととも

に 、生徒
せ い と

を介
かい

して保護者
ほ ご し ゃ

が図書室
と し ょ し つ

の本
ほん

を

利用
り よ う

することを可
か

とする。 

中
ちゅう

学校
が っ こ う

  〇 

子
こ

どもや保護者
ほ ご し ゃ

の本
ほん

との出会
で あ

いのサポートを

趣旨
し ゅ し

に、積極的
せっきょくてき

にフロアワーク※１９に努
つ と

める。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

読書
ど く し ょ

の魅力
み り ょ く

や効果
こ う か

の周知
し ゅ う ち

およびＰＲを趣旨
し ゅ し

に、保護者向
ほ ご し ゃ む

けに出前
で ま え

講座
こ う ざ

を行
おこな

う。 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

ＰＲ 

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の促進
そ く し ん

を趣旨
し ゅ し

に、市
し

広
こ う

報
ほ う

や 

Web サイト、また市
し

SNS※３を活用
かつよ う

のもと、 

行事
ぎ ょ う じ

や読書
ど く し ょ

情報
じょうほう

の周知
し ゅ う ち

、ＰＲに努
つ と

める。 

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

子
こ

どもや保護者
ほ ご し ゃ

の本
ほん

との出会
で あ

いのサポートを 

趣旨
し ゅ し

に、ブックリスト※２０を作成
さ く せ い

のうえ配布
は い ふ

に 

努
つ と

める。 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

 

（４）多様
た よ う

な子
こ

どもへの施策
し さ く

 

施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

障
しょう

がいのある

子
こ

ど も へ の

取組
と り く

み 

授業
じゅぎょう

時間
じ か ん

を活用
かつよ う

して、図鑑
ず か ん

や絵本
え ほ ん

に親
し た

しんだ 

り、児童
じ ど う

の読
よ

み聞
き

かせを聞
き

いたりする時間
じ か ん

を 

持
も

つ。 

小
しょう

学校
が っ こ う

 〇  

通常
つうじょう

の図書
と し ょ

での読書
ど く し ょ

が困難
こんなん

な利用者向
り よ う し ゃ む

け 

に、障
しょう

がいの特性
と く せ い

に応
お う

じた各種
か く し ゅ

資料
し り ょ う

の収集
しゅうしゅう

に 

努
つ と

める。（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

外国
がい こ く

にルーツ

を持
も

つ子
こ

ども

への読書
ど く し ょ

支援
し え ん

 

「四條畷
しじょうなわて

市
し

にほんご教室
きょうしつ

」において、児童
じ ど う

に合
あ

 

った絵本
え ほ ん

を選
え ら

び、随時
ず い じ

読
よ

み聞
き

かせを行
おこな

う。 
文公
ぶん こ う

振
し ん

 〇  
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施策
し さ く

・事業
じ ぎ ょ う

 取組
と り く

み内容
な い よ う

 所管
し ょ か ん

 
小
しょう

 

学
がく

生
せい

 

中
ちゅう

 

学
がく

生
せい

 

外国
がい こ く

にルーツ

を持
も

つ子
こ

ども

への読書
ど く し ょ

支援
し え ん

 

外国語
が い こ く ご

で書
か

かれた図書
と し ょ

の収集
しゅうしゅう

に努
つ と

める。 

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 
図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

日本語
に ほ ん ご

での利用
り よ う

案内
あんない

が困難
こんなん

な利用者向
り よ う し ゃ む

け 

に、外国語
が い こ く ご

で書
か

かれた利用
り よ う

案内
あんない

を作成
さ く せ い

する。 

（高校生
こ う こ う せ い

等
と う

も対象
たいしょう

） 

図
と

書
し ょ

館
かん

 〇 〇 

 

 

３ その他
ほか

の取組
と り く

み 

（１）職員
しょくいん

の意識
い し き

と技術
ぎ じ ゅ つ

の向上
こうじょう

 

子
こ

ども関連
かんれん

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

は、上記
じ ょ う き

の施策
し さ く

の他
ほか

、研修
けんしゅう

や会議
か い ぎ

等
と う

で読書
ど く し ょ

の大切
たいせつ

さへの理解
り か い

を深
ふか

め、知識
ち し き

およびスキルの向上
こうじょう

に努
つ と

めるとともに、関連
かんれん

施設間
し せ つ か ん

での連携
れんけい

を図
はか

ります。ま

た、各所管
か く し ょ か ん

の担当
た ん と う

が中心
ちゅうしん

となって、所
し ょ

管内
かんない

での読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

の機運
き う ん

を高
たか

めるとともに、

関連
かんれん

部署間
ぶ し ょ か ん

での情報
じょうほう

共有
きょうゆう

に努
つ と

め、一体
いったい

となった取組
と り く

みの推進
すい しん

を図
はか

ります。 

 

（２）図書館
と し ょ か ん

における情報
じょうほう

システムの更新
こ う し ん

と活用
かつよ う

 

利用者
り よ う し ゃ

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

と蔵書
ぞ う し ょ

の計画的
け い か く て き

管理
か ん り

に資
し

する図書館
と し ょ か ん

情報
じょうほう

システムを定期的
て い き て き

に

更新
こ う し ん

するとともに、子
こ

どもたちの読書
ど く し ょ

意欲
い よ く

の喚起
か ん き

につながるプログラムの活用
かつよ う

に努
つ と

めます。 

 

（３）電子
で ん し

図書
と し ょ

について 

第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したアンケート調査
ち ょ う さ

において、小学生
しょうがくせい

・中学生
ちゅうがくせい

ともに、約
や く

半数
はんす う

が電子
で ん し

図書
と し ょ

を読
よ

んだ経験
けいけん

があることが分
わ

かりました。この結果
け っ か

に加
く わ

え、国
く に

におけるデジタル庁
ちょう

の

創設
そ うせつ

や学校
が っ こ う

へのＧＩＧＡスクール構想
こ う そ う

※５導入
どうにゅう

など、益々
ますます

進
すす

む社会
し ゃ かい

のデジタル化
か

の流
なが

れを踏
ふ

まえると、子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

においても電子
で ん し

図書
と し ょ

を利
り

活用
かつよ う

することの検討
け ん と う

が必要
ひつ よ う

と考
かんが

え

られます。 

しかしながら、電子
で ん し

図書
と し ょ

を読
よ

んだことがあると回答
かい と う

した児童
じ ど う

生徒
せ い と

への追加
つ い か

質問
しつ もん

を見
み

る

と、小学生
しょうがくせい

では、約
や く

６０％が一番
いちばん

よく読
よ

むのが漫画
ま ん が

であり、中学生
ちゅうがくせい

では、約
や く

５０％が漫画
ま ん が

し

か読
よ

まないと回答
かい と う

しています。 

また、電子
で ん し

図書
と し ょ

については、利便性
り べ ん せ い

がある一方
い っぽ う

で、紙
かみ

の図書
と し ょ

との差異
さ い

を指摘
し て き

する

諸研究
しょけんきゅう

がある他
ほか
※Q、電子

で ん し

図書
と し ょ

導
ど う

入校
にゅうこう

において実施
じ っ し

された生徒向
せ い と む

けのアンケート調査
ち ょ う さ

にお

いて、「長時間
ち ょ う じ か ん

の読書
ど く し ょ

に向
む

かない気
き

がした」や「目
め

が疲
つか

れる」、「読
よ

みたい本
ほん

がない」など

の否定的
ひ て い て き

な感想
かん そ う

が多
おお

い結果
け っ か

となったとの報告
ほ う こ く

※R もあることを踏
ふ

まえると、現段階
げんだんかい

では、さ
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らなる研究
けんきゅう

や調査
ち ょ う さ

報告
ほ う こ く

などの内容
な い よ う

を参考
さ ん こ う

にしながら、国の第５次計画の基本方針に鑑

み、子
こ

どもたちにとっての最適
さ い て き

解
かい

を慎重
しんちょう

に考
かんが

えるのが適切
てきせつ

と判断
はんだん

し、第
だい

４次
じ

計画
けいか く

において

は調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

期間
き か ん

とすることとします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

※１６）ファンフレンズプログラム 

歌
う た

やゲーム、絵本
え ほ ん

等
と う

の子
こ

ども達
たち

が楽
たの

しめる活動
かつど う

を通
つ う

じて、自己
じ こ

コントロール法
ほ う

と

社会的
し ゃ かい て き

スキル、自己
じ こ

肯定感
こ う ていかん

、情緒
じょうちょ

的
て き

レジリエンス（自己
じ こ

回復
かいふく

力
りょく

）などを身
み

に付
つ

け、子
こ

ど

もの不安
ふ あ ん

や抑
よ く

うつなどを防
ふせ

ぐことをねらいとする。 

※１７）おはなし（素語
す が た

り） 

本
ほん

を読
よ

むのではなく、語
かた

る人
ひ と

が物語
ものがたり

を覚
おぼ

えて、聞
き

く人
ひ と

に向
む

かって語
かた

りかけるもの。（スト

ーリーテリングともいう。） 

※１８）エプロンシアター 

胸当
む ね あ

て式
し き

のエプロンを舞台
ぶ た い

に見立
み た

て、演者
え ん じ ゃ

がエプロンのポケットから人形
にんぎょう

を取
と

り出
だ

し

てエプロン上
じょう

で行
おこな

う人形劇
にんぎょうげき

。マジックテープを利用
り よ う

して、人形
にんぎょう

をエプロンに貼
は

りつけなが

ら演
えん

じる。 

※１９）フロアワーク 

図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

がフロア（館内
かんない

）をめぐりながら、利用者
り よ う し ゃ

、特
と く

に子
こ

どもからの質問
しつ もん

に答
こ た

え

たり、本
ほん

の案内
あんない

や紹介
しょうかい

をする読書
ど く し ょ

支援
し え ん

のこと。子
こ

どもは、カウンターの中
なか

にいるよりフロア

にいる職員
しょくいん

の方
ほ う

が質問
しつ もん

しやすく、職員
しょくいん

も子
こ

どもからのサインや気配
け は い

を感
かん

じ取
と

りやすい。  

※２０）ブックリスト 

ある基準
き じ ゅ ん

やテーマで選択
せんた く

した本
ほん

を紹介
しょうかい

する簡便
かんべん

な選定
せんてい

目録
も く ろ く

。子
こ

ども向
む

けの場合
ば あ い

、子
こ

どもが本
ほん

を読
よ

むてがかりになるように作
つ く

られている。書名
し ょ め い

、作者
さ く し ゃ

、出版社
しゅっぱんしゃ

等
と う

のほかに、

簡単
かんたん

な内容
な い よ う

紹介
しょうかい

文
ぶん

をつけており、形態
けいたい

は、１枚
まい

の紙
かみ

を折
お

り畳
たた

んだものやパンフレット状
じょう

の

もの等
と う

、様々
さまざま

である。 

※２１）子育
こ そ だ

て総合
そ う ご う

支援
し え ん

センター 

０歳
さ い

から１８歳
さ い

未満
み ま ん

の子育
こ そ だ

てについての総合
そ う ご う

相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

となるべく、平成
へいせい

１１年
ねん

（1999

年
ねん

）４月
がつ

に子育
こ そ だ

て支援
し え ん

センターとしてオープンし、児童
じ ど う

家庭
か て い

相談
そ う だ ん

、虐待
ぎゃくたい

相談
そ う だ ん

や在宅
ざ いた く

の

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

を行
おこな

っている。同
ど う

１８年
ねん

（2006年
ねん

）４月
がつ

から、総合的
そ う ご う て き

な子育
こ そ だ

て支援
し え ん

の拠点
き ょ て ん

施設
し せ つ

をめざし、四條畷
しじょうなわて

市立
し り つ

子育
こ そ だ

て総合
そ う ご う

支援
し え ん

センターとなる。 
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※２２）図書
と し ょ

の時間
じ か ん

 

教員
きょういん

が子
こ

どもたちを引率
いんそつ

のうえ来室
らい しつ

し、自主的
じ し ゅ て き

な読書
ど く し ょ

の時間
じ か ん

の確保
か く ほ

、図書
と し ょ

の貸出
かしだ し

等
と う

、図書室
と し ょ し つ

で授業
じゅぎょう

を行
おこな

う時間
じ か ん

。 

※２３）学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

図書
と し ょ

標準
ひょうじゅん

 

文部省
も ん ぶ し ょ う

（当時
と う じ

）が平成
へいせい

５年
ねん

（1993年
ねん

）に設定
せ っ てい

したもので、学校
が っ こ う

の規模
き ぼ

に応
お う

じ、学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

に整備
せ い び

すべき蔵書
ぞ う し ょ

の標準
ひょうじゅん

が示
しめ

されており、四條畷
しじょうなわて

市
し

の平均
へいきん

クラス数
す う

に照
て

らし合
あ

わせると以下
い か

の通
と お

りとなる。 

・小学校
しょうがっこう

平均
へいきん

１３～１８クラスの場合
ば あ い

7,960冊
さつ

＋400冊
さつ

×（学
がっ

級数
きゅうすう

－12） 

・中学校
ちゅうがっこう

平均
へいきん

１３～１８クラスの場合
ば あ い

10,720冊
さつ

＋480冊
さつ

×（学
がっ

級数
きゅうすう

－12） 

※２４）家読
う ち ど く

 

「家読
う ち ど く

」は「家庭
か て い

読書
ど く し ょ

」の略
りゃく

。家読
う ち ど く

は「朝
あ さ

の読書
ど く し ょ

」（朝読
あ さ ど く

）の家庭版
か て い ば ん

で、朝読
あ さ ど く

が学校
が っ こ う

で行
おこな

われるのに対
たい

し、家読
う ち ど く

は家庭
か て い

で家族
か ぞ く

が一緒
い っ し ょ

に読書
ど く し ょ

し、感想
かん そ う

を話
はな

し合
あ

うことにより

家族
か ぞ く

のコミュニケーションが深
ふか

まるとされている。 

 

注
ちゅう

 釈
しゃく

 

※A） 乳幼児
に ゅ う よ う じ

の言葉
こ と ば

の発達
はったつ

過程
か て い

に関
かん

しては、小椋
お ぐ ら

たみ子
こ

『乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

のことばの発達
はったつ

とそ 

の遅
お く

れ』（ミネルヴァ書房
し ょ ぼ う

）や今井
い ま い

むつみ『ことばの発達
はったつ

の謎
なぞ

を解
と

く』（筑摩
ち く ま

書房
し ょ ぼ う

）に詳
く わ

しい。 

※B） 乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

における読
よ

み聞
き

かせの有効性
ゆ う こ う せ い

に関
かん

しては、雨
あま

越
ご し

康子
や す こ

他
ほか

「幼児期
よ う じ き

の集団
しゅうだん

および家庭
か て い

における絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせと認知
に ん ち

能力
のうりょく

」（『日本
に ほ ん

教育
きょういく

工学
こ う が く

会
かい

論文誌
ろ ん ぶ ん し

』

vol.43,no.4）やメアリアン・ウルフ『プルーストとイカ』（インターシフト）で触
ふ

れられてい

る。また、書
か

き言葉
こ と ば

と話
はな

し言葉
こ と ば

の違
ちが

いは、岡本
おかも と

夏木
な つ き

『ことばと発達
はったつ

』（岩波
いわなみ

書店
し ょ て ん

）に詳
く わ

し

い。 

※C） 読
よ

み聞
き

かせの情緒的
じょうちょてき

効果
こ う か

については、田島
た じ ま

信元
のぶもと

「絵本
え ほ ん

と子
こ

どもの発達
はったつ

～読
よ

み聞
き

かせ、読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の意義
い ぎ

と役割
や く わ り

～」（『子
こ

どもの文化
ぶ ん か

』通巻
つうかん

５０８号
ご う

）や伊澤
い ざ わ

永
えい

修
しゅう

「乳児
に ゅ う じ

の保育
ほ い く

を考
かんが

える(1)―絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせが支
さ さ

える乳児
に ゅ う じ

の言葉
こ と ば

の発達
はったつ

―」（『こども

教育
きょういく

研究所
けんきゅうしょ

紀要
き よ う

』創刊号
そ う か ん ご う

）で指摘
し て き

されている他
ほか

、松崎
まつざき

泰
ゆたか

他
ほか

『「本
ほん

の読
よ

み方
かた

」で学力
がくりょく

は

決
き

まる』（青春
せいしゅん

出版社
しゅっぱんしゃ

）に詳
く わ

しい。 

※D） 荒牧
あ ら ま き

美佐子
み さ こ

「読
よ

み聞
き

かせの実態
じ っ た い

と言葉
こ と ば

の発達
はったつ

―幼児期
よ う じ き

から小学生
しょうがくせい

の家庭
か て い

教育
きょういく

調査
ち ょ う さ

―」（『これからの幼児
よ う じ

教育
きょういく

』2019年
ねん

春号
は る ご う

）の中
なか

で、幼児期
よ う じ き

の読
よ

み聞
き

かせ体験
たいけん

が小学校
しょうがっこう

以降
い こ う

の読書
ど く し ょ

の頻度
ひ ん ど

と相関
そ うかん

関係
かんけい

があるとの調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

が示
しめ

されている。 

※E) 子
こ

どもの文法
ぶんぽう

習得
しゅうとく

過程
か て い

に関
かん

しては、内田
う ち だ

伸子
の ぶ こ

「子
こ

どもは文法
ぶんぽう

をどのように身
み

につけ
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るか」（『月刊
げっかん

言語
げ ん ご

』436号
ご う

）やミラー＆ギルディア「子
こ

どもはどのように言葉
こ と ば

を 覚
おぼえる

える

のか」（『別冊
べ っ さ つ

日経
に っ けい

サイエンス』193号
ご う

）で紹介
しょうかい

されている。 

※F） 言語
げ ん ご

獲得
か く と く

の敏感期
び ん か ん き

に関
かん

しては、永江
な が え

誠司
せ い じ

「脳
の う

科学
か が く

から考
かんが

える子
こ

どもの読
よ

む力
ちから

、

書
か

く力
ちから

」（『児童
じ ど う

心理
し ん り

』no.863）の中
なか

で、レネバーグ（アメリカの神経
し ん けい

生理
せ い り

学者
が く し ゃ

）の説
せつ

が紹
しょう

介
かい

されている。 

※G） ５歳
さ い

前後
ぜ ん ご

が言語
げ ん ご

獲得
か く と く

の充実期
じ ゅ う じ つ き

であることは、秋田
あ き た

喜代美
き よ み

「子
こ

どもの発達
はったつ

と絵本
え ほ ん

、

読書
ど く し ょ

」（『平成
へいせい

30年度
ね ん ど

国際
こ く さ い

子
こ

ども図書館
と し ょ か ん

児童
じ ど う

文学
ぶんがく

連続
れん ぞ く

講座
こ う ざ

講義録
こ う ぎ ろ く

』）で触
ふ

れられて

いる他
ほか

、立石
たてい し

美津子
み つ こ

『心
こころ

と頭
あたま

がすくすく育
そだ

つ読
よ

み聞
き

かせ』（あさ出版
しゅっぱん

）では、幼児期
よ う じ き

に

量
りょう

・質
し つ

ともに言葉
こ と ば

に多
おお

く触
ふ

れることで言語
げ ん ご

能力
のうりょく

が変
か

わると指摘
し て き

されている。 

※H） 読
よ

み書
か

きの学習
がくしゅう

開始前
か い し ま え

に書
か

き言葉
こ と ば

に触
ふ

れておくことの有効性
ゆ う こ う せ い

に関
かん

しては、岸本
き し も と

裕
ひろ

史
し

『もうすぐ１年生
ねんせい

学力
がくりょく

はどこまで必要
ひつ よ う

か』（大月
おおつき

書店
し ょ て ん

）において指摘
し て き

されている他
ほか

、田
た

島
じ ま

信元
のぶもと

が前掲
ぜんけい

論文
ろんぶん

において文字
も じ

習得
しゅうとく

が円滑化
え ん か つ か

することを説
と

いている。また、内田
う ち だ

伸子
の ぶ こ

「学力
がくりょく

格差
か く さ

は幼児期
よ う じ き

から始
は じ

まるか？―経済
けいざい

格差
か く さ

を超
こ

える要因
よ う い ん

の検討
け ん と う

－」（『教育
きょういく

社会
し ゃ かい

学
が く

研究
けんきゅう

』第
だい

100集
しゅう

）において、幼児期
よ う じ き

の語彙
ご い

能力
のうりょく

は小学校
しょうがっこう

の国語
こ く ご

学力
がくりょく

と因果
い ん が

関係
かんけい

が

あることが指摘
し て き

されている。 

※I） 高橋
たかはし

登
のぼる

「読書
ど く し ょ

を通
と お

して言葉
こ と ば

の力
ちから

を育
そだ

てる」（『児童
じ ど う

心理
し ん り

』no.883）の中
なか

で、読書
ど く し ょ

を通
と お

して未知語
み ち ご

に出会
で あ

い、意味
い み

の推測
す い そ く

を繰
く

り返
かえ

すことの重要性
じゅうようせい

が解
と

かれ、円滑
えんかつ

に読
よ

め

るかどうかで読解
ど っかい

の成績
せいせき

が決
き

まると指摘
し て き

されている。 

※J） 今井
い ま い

むつみ『ことば力
りょく

と思考力
し こ う り ょ く

』（筑摩
ち く ま

書房
し ょ ぼ う

）の中
なか

で、「９歳
さ い

の壁
かべ

」と称
しょう

して読書
ど く し ょ

で

抽象語
ちゅうしょうご

を習
しゅう

得
と く

しておくことの大切
たいせつ

さに触
ふ

れられている。 

※K） 10歳
さ い

ごろにおける思考
し こ う

方法
ほ う ほ う

の変化
へ ん か

に関
かん

しては、秋田
あ き た

喜代美
き よ み

「子
こ

どもの「考
かんが

える

力
ちから

」はどう発達
はったつ

するのか」（『児童
じ ど う

心理
し ん り

』第
だい

48巻
かん

4号
ご う

）や内田
う ち だ

伸子
の ぶ こ

『AI に負
ま

けない子
こ

育
そだ

て』（ジアース教育
きょういく

新社
し ん し ゃ

）で触
ふ

れられている。 

※L） 文字
も じ

が読
よ

めることと本
ほん

が読
よ

めることとは別
べつ

であることに関
かん

しては、横山
よ こ や ま

真
ま

貴子
き こ

「読書
ど く し ょ

教育
きょういく

における保
ほ

、幼
よ う

、小
しょう

の連携
れんけい

―絵本
え ほ ん

でつなぐ幼児期
よ う じ き

の教育
きょういく

と小学校
しょうがっこう

教育
きょういく

－」

（『学
がっ

校
こ う

図書館
と し ょ か ん

』no.737）や荒牧
あ ら ま き

美佐子
み さ こ

の前掲
ぜんけい

論文
ろんぶん

において指摘
し て き

されている。また、

文章
ぶんしょう

読解
ど っかい

のしくみに関
かん

しては、西林
にしばやし

克彦
かつひこ

『わかったつもり』（光文社
こ う ぶ ん し ゃ

）や高橋
たかはし

登
のぼる

「学童期
が く ど う き

の子
こ

どもの読
よ

み能力
のうりょく

の規定因
き て い い ん

について～conponential approach による

分析的
ぶんせきてき

研究
けんきゅう

～」（『心理学
し ん り が く

研究
けんきゅう

』第
だい

67巻
かん

第
だい

3号
ご う

）に詳
く わ

しい。 

※M） この時期
じ き

の前頭
ぜん と う

前野
ぜ ん や

の成長
せいちょう

に関
かん

しては、川島
かわしま

隆
りゅう

太
た

他
ほか

の『脳
の う

と音読
お ん ど く

』（講談社
こ う だ ん し ゃ

）や

坂野
さ か の

登
のぼる

『こころを育
そだ

てる脳
の う

のしくみ』（青木
あ お き

書店
し ょ て ん

）で紹介
しょうかい

されている。 

※N） 今井
い ま い

むつみは、前掲
ぜんけい

『ことばの発達
はったつ

の謎
なぞ

を解
と

く』の中
なか

で、言語
げ ん ご

が思考
し こ う

を作
つ く

ると述
の

べ

ている。 
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※O） 内田
う ち だ

伸子
の ぶ こ

が『想像力
そうぞうりょく

』（講談社
こ う だ ん し ゃ

）の中
なか

で、想像力
そうぞうりょく

の 源
みなもと

は見
み

たり聞
き

いたりしたもの

であり、素材
そ ざ い

が多
おお

いほど 膨
ふくらみ

らみ方
かた

が豊
ゆたか

かになると記載
き さ い

している他
ほか

、「読
よ

むこと書
か

くこと

が育
はぐく

むものー推敲
す い こ う

を通
と お

しての自己
じ こ

の発見
は っ けん

―」との別稿
べ っ こ う

がある。また、榎本
え の も と

博
ひろ

明
あ き

『教育
きょういく

現場
げ ん ば

は困
こ ま

ってる』（平凡社
へいぼんしゃ

）の中
なか

で、思考
し こ う

においては知識
ち し き

の蓄積
ち く せ き

と日常
にちじょう

レベルへの落
お

と

し込
こ

みが重要
じゅうよう

であると説
と

かれている。 

※P） このことは、秋田
あ き た

喜代美
き よ み

前掲
ぜんけい

「子
こ

どもの発達
はったつ

と絵本
え ほ ん

、読書
ど く し ょ

」の中
なか

で説
と

かれている。

また、国立
こ く り つ

青
せい

少年
しょうねん

教育
きょういく

振興
し ん こ う

機構
き こ う

が行
おこな

った『子
こ

どもの頃
こ ろ

の読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の効果
こ う か

に関
かん

する

調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

』（令
れい

和
わ

３年
ねん

）の報告書
ほ う こ く し ょ

において、「高校
こ う こ う

時
じ

の読書量
どくしょり ょ う

は小学校
しょうがっこう

高学年
こ う が く ね ん

から

中学校
ちゅうがっこう

の時
と き

の読
ど く

書
し ょ

量
りょう

と有意
ゆ う い

な正
せい

の相関
そ うかん

関係
かんけい

」にあると報告
ほ う こ く

されている他
ほか

、小中高
しょうちゅうこう

と

継続
け い ぞ く

して読書
ど く し ょ

を行
おこな

っている場合
ば あ い

、認知
に ん ち

機能
き の う

が高
たか

いことが示唆
し さ

されたとも報告
ほ う こ く

されてい

る。 

※Q） 例
た と

えば、柴田
し ば た

博
ひろ

仁
ひ と

「最適
さ い て き

な道
ど う

具
ぐ

で学
ま な

ぼう！これからの読書
ど く し ょ

を考
かんが

えよう！～読
よ

み書
か

き

メディアの認知
に ん ち

科学
か が く

～」（令和
れ い わ

５年
ねん

第
だい

１回
かい

生駒
い こ ま

子
こ

ども読書
ど く し ょ

会議
か い ぎ

における講演
こ う え ん

）において、

深
ふか

い理解
り か い

が必要
ひつ よ う

な読書
ど く し ょ

は紙
かみ

媒体
ばいたい

の方
ほ う

が適
て き

しているなどの指摘
し て き

がある他
ほか

、松山
まつやま

麻
あ さ

珠
み

「表示
ひ ょ う じ

媒体
ばいたい

の違
ちが

いと読書
ど く し ょ

の諸
し ょ

要素
よ う そ

が誤
あやま

りを探
さが

す読
よ

みに与
あた

える影響
えいきょう

－光
ひかり

環境
かんきょう

とインタ

ラ ク シ ョ ン に 着目
ちゃくもく

し て ― 」 （ https://tsukuba.repo.nii.ac.jp>201521644_ 

thesis.pdf/2017）で諸
し ょ

研
けん

究
きゅう

が紹
しょう

介
かい

されている。また、国立
こ く り つ

青
せい

少年
しょうねん

教育
きょういく

振興
し ん こ う

機構
き こ う

が

行
おこな

った前掲
ぜんけい

調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

（令
れい

和
わ

３年
ねん

）の報告
ほ う こ く

において、読書
ど く し ょ

ツールに関係
かんけい

なく、読書
ど く し ょ

してい

る人
ひ と

は、していない人
ひ と

より意識
い し き

・非
ひ

認知
に ん ち

能力
のうりょく

が高
たか

い傾向
け い こ う

があるが、本
ほん

（紙
かみ

媒体
ばいたい

）で読書
ど く し ょ

している人
ひ と

が最
もっと

も高
たか

い傾向
け い こ う

があると指摘
し て き

されている。 

※R） 木下
き の した

通子
み ち こ

「電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

を導入
どうにゅう

して」（『学校
が っ こ う

図書館
と し ょ か ん

』no.862）による。調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

か

ら、「電子
で ん し

図書
と し ょ

を入
い

れたら利用
り よ う

が伸
の

びると考
かんが

えるのは幻想
げん そ う

」との所感
し ょ か ん

を当調査
と う ち ょ う さ

実施者
じ っ し し ゃ

は示
しめ

している。 
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第
だい

５章
しょう

 市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

における大人
お と な

へ向
む

けた読書
ど く し ょ

活動
かつどう

の推進
すいしん

について                       

 

１ 子
こ

どもの読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

の観点
かんてん

から 

子
こ

どもの読書
ど く し ょ

の習慣化
し ゅ うかんか

には、普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

から受
う

ける影響
えいきょう

が大
おお

きいといわれていま

す。身
み

のまわりに本
ほん

があるかどうか、また日頃
ひ ご ろ

から本
ほん

との触
ふ

れ合
あ

いがあるかなど、自然
し ぜ ん

と本
ほん

に興味
き ょ う み

が向
む

くような環境
かんきょう

が重要
じゅうよう

ということです。その環境
かんきょう

は大人
お と な

が作
つ く

り出
だ

すものです。つま

り、子
こ

どもの読書
ど く し ょ

の習慣化
し ゅ うかんか

の過程
か て い

において、大人
お と な

の果
は

たす役割
や く わ り

は極
きわ

めて大
おお

きいということ

です。なかでも、一番
いちばん

影響
えいきょう

を与
あた

えるのは家庭
か て い

における環境
かんきょう

であり、保護者
ほ ご し ゃ

の関
かか

わり方
かた

だと

いわれています。小
ちい

さい頃
こ ろ

に読
よ

み聞
き

かせをしてもらっていたか、また保護者
ほ ご し ゃ

が普段
ふ だ ん

から本
ほん

を

読
よ

んでいるかなどです。 

 

＜第
だい

２章
しょう

の３で示
しめ

したアンケート調査
ち ょ う さ

の結果
け っ か

より＞ 

◇保護者
ほ ご し ゃ

の本
ほん

を読
よ

む冊数
さ っ す う

と読
よ

み聞
き

かせの頻度
ひ ん ど

の相関
そ うかん

 

読
よ

み聞
き

かせ頻度
ひ ん ど

 ほとんど毎
まい

日
にち

 週
しゅう

１～２回
かい

 月
つき

１～２回
かい

 ほとんどない 

月
つき

１冊
さつ

以上
い じ ょ う

読
よ

む ４６％ ３４％ ７％ １３％ 

  

◇「小
ちい

さい頃
こ ろ

にお家
う ち

の人
ひ と

に本
ほん

を読
よ

んでもらっていたか」と「本
ほん

が好
す

きか」の回答
かい と う

の相関
そ うかん

（小中
しょうちゅう

学生
がくせい

の計
けい

） 

読
よ

み聞
き

かせ頻度
ひ ん ど

 よく 時々
ときどき

 あまりない 覚
おぼ

えていない 

「本
ほん

が好
す

き」肯定
こ う て い

以上
い じ ょ う

 ７７％ ６１％ ６４％ ５４％ 

 

この度
たび

のアンケートの調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

を振
ふ

り返
かえ

ると、ひと月
つき

のうちに読
よ

む冊数
さ っ す う

が多
おお

い保護者
ほ ご し ゃ

ほ

ど読
よ

み聞
き

かせをよく行
おこな

っており、また、小
ちい

さい頃
こ ろ

によく読
よ

み聞
き

かせをしてもらっていた子
こ

ども

は、本
ほん

が好
す

きと回答
かい と う

する割合
わりあい

が高
たか

くなっています。この結果
け っ か

からも確認
か くに ん

できるように、大人
お と な

の本
ほん

を読
よ

む習慣
しゅうかん

からの子
こ

どもへの連関
れんかん

が重要
じゅうよう

ということです。 

しかし、家庭
か て い

のみならず、地域
ち い き

、さらには「まち」全体
ぜんたい

が読書
ど く し ょ

の雰囲気
ふ ん い き

に満
み

ちていること

が理想
り そ う

と言
い

えます。本市
ほ ん し

が、より多
おお

くの子
こ

どもたちを本
ほん

好
ず

きへとつなぐ読書
ど く し ょ

の雰囲気
ふ ん い き

に満
み

ちた「まち」となるよう、大人
お と な

の読書
ど く し ょ

活動
かつど う

についても推進
すい しん

のための方向性
ほ う こ う せ い

を設定
せ っ てい

することと

します。 

 

２ 大人
お と な

の読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

のための方向性
ほ う こ う せ い

 

第
だい

１章
しょう

の４で触
ふ

れたとおり、情報
じょうほう

のデジタル化
か

が急速
きゅうそく

に進展
し ん てん

しています。その影響
えいきょう

は、
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図書館
と し ょ か ん

にも波及
は き ゅ う

し、本
ほん

の検索
け ん さ く

や予約
よ や く

などのＷeb サービスに加
く わ

え、図書
と し ょ

貸出
かしだ し

カードの

電子化
で ん し か

、また電子
で ん し

図書館
と し ょ か ん

などの非来館型
ひ ら い か ん が た

サービスを導入
どうにゅう

する自治体
じ ち た い

がみられるようにな

っています。しかし、その一方
い っぽ う

で、「場
ば

としての図書館
と し ょ か ん

」も注
ちゅう

目されています※A。 

「場
ば

としての図書館
と し ょ か ん

」は、行
い

き場所
ば し ょ

や居場所
い ば し ょ

がない人
ひ と

の避難的
ひ な ん て き

な利用
り よ う

のみならず、人
ひ と

は豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を送
お く

るうえで、家庭
か て い

や職場
し ょ く ば

・学校
が っ こ う

以外
い が い

に、自身
じ し ん

が落
お

ちつけたり、楽
たの

しんだりし

て過
す

ごせるお気
き

に入
い

りの場所
ば し ょ

が必要
ひつ よ う

であるという社会学的
し ゃ か い が く て き

見地
け ん ち

※B からの利用
り よ う

形態
けいたい

を含
ふ く

む考
かんが

え方
かた

です。 

こうした考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえると、図書館
と し ょ か ん

は利用
り よ う

が無料
む り ょ う

であり、かつ自由
じ ゆ う

に入
にゅう

退館
たいかん

できるこ

とから、「場
ば

」としての利用
り よ う

形態
けいたい

と親和性
し ん わ せ い

があるといえ、今後
こ ん ご

、そのような役割
や く わ り

への期待
き た い

や

ニーズが寄
よ

せられるとの想定
そ う て い

から、近年
きんねん

、新規
し ん き

に開館
かいかん

する際
さ い

や改修
かいしゅう

を行
おこな

う際
さ い

には、

長時間
ち ょ う じ か ん

滞在
たいざい

や集
つど

いを意識
い し き

した設備
せ つ び

やコーナーを設
も う

ける図書館
と し ょ か ん

が見
み

られるようになってい

ます※ C。 

また、「場
ば

としての図書館
と し ょ か ん

」は、個人
こ じ ん

やコミュニティに資
し

するものを生
う

み出
だ

すことが期待
き た い

で

きるとの考
かんが

え方
かた

も注目
ちゅうもく

されています。つまり、一
い っ

定数
て い す う

の人
ひ と

が自身
じ し ん

の「場
ば

」として同
おな

じ場所
ば し ょ

に

定期的
て い き て き

に集
つど

うようになると、利用者間
り よ う し ゃ か ん

で交流
こうりゅう

やつながりが生
う

まれる可能性
か の う せ い

が生
しょう

じますが、 

共通
きょうつう

の「場
ば

」をきっかけにした交流
こうりゅう

やつながりは、ネットワークを生
う

みやすく、それらは社会
し ゃ かい

の効率性
こ う り つ せ い

を高
たか

めることにつながり、延
ひ

いては地域
ち い き

の諸所
し ょ し ょ

方面
ほうめん

において好
こ の

ましい効果
こ う か

をもた

らすことが期待
き た い

できるとの考
かんが

え方
かた

です※D。 

このように、交流
こうりゅう

やつながりが公共
こうきょう

財
ざい

ともいうべきものを生
う

み出
だ

すのであれば、誰
だれ

もが

気軽
き が る

に集
あつ

まりやすい図書館
と し ょ か ん

はその創出
そうしゅつ

の場
ば

として適
て き

しているといえ、期待
き た い

が寄
よ

せられてい

るわけです※E。 

従来
じゅうらい

、図書館
と し ょ か ん

は静寂
せいじゃく

であることを良
よ

しとし、交流
こうりゅう

やつながりの場
ば

としては認識
に ん し き

されてきま

せんでしたが、ネットワークが創出
そうしゅつ

されるような集
つど

いの場
ば

は、個々人
こ こ じ ん

に有益
ゆ う え き

な知識
ち し き

や情報
じょうほう

が交
か

わされているはずであり、この観点
かんてん

においては集
つど

いの場
ば

におけるコミュニケーションも

一
ひ と

つの知識
ち し き

や情報
じょうほう

の媒体
ばいたい

であると 考
かんが

えられ、元来
がんらい

、知識
ち し き

や情報
じょうほう

との出会
で あ

いの場
ば

は

図書館
と し ょ か ん

の本来的
ほんらいて き

機能
き の う

であるから、集
つど

い、交流
こうりゅう

やつながりの場
ば

としての役割
や く わ り

も、図書館
と し ょ か ん

の

機能
き の う

の一
ひ と

つと考
かんが

えられるということです※ F。 

また、交流
こうりゅう

やつながりを目的
も く て き

としない個人的
こ じ ん て き

利用
り よ う

（マイプレイス型
がた

利用
り よ う

）であっても、

図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

とやりとりをするケースは多
おお

く、そのやりとりにおいては、情報
じょうほう

の流
なが

れは図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

から利用者
り よ う し ゃ

へ資料
し り ょ う

を提供
ていきょう

する場合
ば あ い

のみならず、図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

が利用者
り よ う し ゃ

から有意義
ゆ う い ぎ

な

情報
じょうほう

を得
え

られることも少
す く

なくなく、その情報
じょうほう

が他
ほか

の利用者
り よ う し ゃ

との応対
お うたい

時
じ

に資
し

することもあるこ

とから、交流
こうりゅう

やつながりを求
も と

めるか個人的
こ じ ん て き

利用
り よ う

かにかかわらず、多
おお

くの人
ひ と

が図書館
と し ょ か ん

に集
つど

い、会話
か い わ

が交
か

わされることは有益
ゆ う え き

といえます。 
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既述
き じ ゅ つ

のとおり、従来
じゅうらい

、図書館
と し ょ か ん

は集
つど

いや交流
こうりゅう

の場
ば

としては認識
に ん し き

されてきませんでした。しか

し、「場
ば

」としての役割
や く わ り

が学術的
がくじゅつてき

に注目
ちゅうもく

されているだけでなく、社会
し ゃ かい

の高齢化
こ う れ い か

や働
はたら

き方
かた

改革
かいかく

推進
すい しん

の動
う ご

きによる余暇
よ か

利用
り よ う

へのニーズや、また学
ま な

び直
なお

しへの関心
かんしん

の高
たか

まりなど、

図書館
と し ょ か ん

を「場
ば

」として求
も と

める人々
ひとびと

の増加
ぞ う か

が社会的
し ゃ かい て き

素地
そ じ

としても伺
うかが

える今日
こ ん に ち

、社会
し ゃ かい

の変化
へ ん か

への対応
たいお う

を図
はか

るべく※G、まず図書館
と し ょ か ん

に人
ひ と

が集
あつ

まることが重要
じゅうよう

と考え※H、新
あ ら

たな方向性
ほ う こ う せ い

とし

て、人
ひ と

が集
つど

い、図書館
と し ょ か ん

が知識
ち し き

や情報
じょうほう

の交流
こうりゅう

の創出
そうしゅつ

の場
ば

となることを付加
ふ か

し、以下
い か

をそのス

ローガンとします。 

 

◇大人
お と な

の読書
ど く し ょ

活動
かつどう

の推進
すいしん

の方向性
ほう こ うせい

：「集
つど

い、共
きょう

創
そ う

」 

 

３ 新
あ ら

たな方向性
ほ う こ う せ い

を踏
ふ

まえた施策
し さ く

の展開
てんかい

 

大人
お と な

の読書
ど く し ょ

活動
かつど う

の推進
すい しん

に関
かん

し、従来
じゅうらい

行
おこな

ってきた蔵書
ぞ う し ょ

の充実
じゅうじつ

や貸出
かしだ し

の重視
じ ゅ う し

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の強化
き ょ う か

、テーマ展示
て ん じ

をはじめとする本
ほん

選
え ら

びのサポート等
と う

の基本的
き ほ ん て き

取組
と り く

みに加
く わ

え、前項
ぜん こ う

で

付加
ふ か

した方向性
ほ う こ う せ い

を踏
ふ

まえ、以下
い か

の施策
し さ く

について新
あ ら

たに検討
け ん と う

します。 

 

＜検討
け ん と う

すべき施策
し さ く

＞ 

利用
り よ う

形態
けいたい

 内容
な い よ う

 施策
し さ く

例
れい

 

交流型
こうりゅうがた

 

つながりの機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を図
はか

り、参加者
さ ん か し ゃ

間
かん

での会話
か い わ

があるような行事
ぎ ょ う じ

を実施
じ っ し

。 

音読
お ん ど く

ワークショップ、読書会
ど く し ょ か い

、

絵本
え ほ ん

セラピーなど 

行事
ぎ ょ う じ

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するために、実施
じ っ し

する

行事
ぎ ょ う じ

を可視化
か し か

。 

オープン型
がた

行事用
ぎ ょ う じ よ う

スペースの

設置
せ っ ち

、Web サイトや SNS に

よるＰＲの強化
き ょ う か

 

ス ペ ー ス

共有型
きょうゆうがた

 

特定
と く て い

の趣旨
し ゅ し

で設
も う

けたスペースを共有
きょうゆう

で

利用
り よ う

することにより、つながりの創出
そうしゅつ

を図
はか

る。 

フリー利用型
り よ う が た

のおはなしの

部屋
へ や

の 設置
せ っ ち

、 乳幼児連
に ゅ う よ う じ づ

れ

保護者向
ほ ご し ゃ む

けルームの整備
せ い び

 

自由
じ ゆ う

な交流
こうりゅう

が可能
か の う

なスペース、またはつ

ながりが生
う

まれるようなスペースの提供
ていきょう

。 

フリー利用
り よ う

が可能
か の う

なレストス

ペース（飲食可
い ん し ょ く か

）の設置
せ っ ち

 

マイプレイス

型
がた

 

調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

に資
し

する設備
せ つ び

や機器
き き

などを

設置
せ っ ち

のもと、多様
た よ う

な学
ま な

びをサポートする。 

ワーキングデス クの設置
せ っ ち

、

情報
じょうほう

検索用
け ん さ く よ う

パソコンの整備
せ い び

 

長時間
ち ょ う じ か ん

滞在型
たいざいがた

利用
り よ う

や増加
ぞ う か

傾向
け い こ う

の高齢
こ う れ い

の利用者
り よ う し ゃ

への対応
たいお う

を図
はか

り、什器類
じ ゅ う き る い

等
と う

の

整備
せ い び

に努
つ と

める。 

座席
ざ せ き

の量的
りょうてき

充実
じゅうじつ
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また、図書館
と し ょ か ん

から遠方
え んぽ う

の市民
し み ん

、または高齢
こ う れ い

などの理由
り ゆ う

により外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な市民
し み ん

に対
たい

し

ては、図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

の機会
き か い

確保
か く ほ

を図
はか

るため、以下
い か

の施策
し さ く

を検討
け ん と う

します。 

 

＜検討
け ん と う

すべき施策
し さ く

＞ 

対象
たいしょう

 施策例
し さ く れ い

 

図書館
と し ょ か ん

から遠方
え んぽ う

の市民
し み ん

 公共
こうきょう

施設
し せ つ

などを利
り

活用
かつよ う

のもと、借出
か り だ

し自由
じ ゆ う

の本棚
ほんだな

を設置
せ っ ち

 

外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な市民
し み ん

 自宅
じ た く

へ貸出本
かしだしぼん

の配達
はいたつ

 

 

なお、上記
じ ょ う き

施策
し さ く

例
れい

のうち、ハード整備
せ い び

や什器類
じ ゅ う き る い

等
と う

の調達
ちょうたつ

が必要
ひつ よ う

なものについては、

四條畷
しじょうなわて

市
し

個別
こ べ つ

施設
し せ つ

計画
けいか く

における公共
こうきょう

施設
し せ つ

再編
さいへん

に合
あ

わせて検討
け ん と う

します。 

 

４ 施策
し さ く

の展開
てんかい

と合
あ

わせた取組
と り く

み 

前節
ぜんせつ

３にあげた施策
し さ く

の効果的
こ う か て き

展開
てんかい

を図
はか

るため、以下
い か

の点
てん

にも取
と

り組
く

みます。 

①ICT を活用
かつよ う

したＰＲ 

近年
きんねん

は、物理的
ぶ つ り て き

な場所
ば し ょ

に出向
で む

くことが目的
も く て き

であっても、Webサイト上
じょう

などのインターネッ

トが入口
い り ぐ ち

とされるケースが多
おお

くなっていると考
かんが

えられます※ I。自治体
じ ち た い

事業
じ ぎ ょ う

も例外
れいがい

ではないと

考
かんが

え、「場
ば

としての図書館
と し ょ か ん

」の施策
し さ く

展開
てんかい

にあたっても Web サイトや SNS を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよ う

したＰＲを図
はか

ります。 

 

②図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

の知識
ち し き

・スキルなどの向上
こうじょう

 

つながりを創出
そうしゅつ

し、促進
そ く し ん

させるためには、職員
しょくいん

の役割
や く わ り

は重要
じゅうよう

との指摘
し て き

があります※ J。そ

の場
ば

の秩序
ち つ じ ょ

を守
ま も

り、居心地
い ご こ ち

の良
よ

さを保
たも

つ管理人
か ん り に ん

としての役割
や く わ り

のみならず、つながりを創出
そうしゅつ

するにはファシリテーター的
て き

、あるいはコーディネーター的
て き

な役割
や く わ り

が必要
ひつ よ う

となるとのことです。

図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

は、司書
し し ょ

としての知識
ち し き

やスキルに加
く わ

え、当該
と う がい

スキルの向上
こうじょう

のため、他市
た し

行事
ぎ ょ う じ

の視察
し さ つ

や研修
けんしゅう

の参加
さ ん か

などを積極的
せっきょくてき

に行
おこな

います。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

注
ちゅう

 釈
しゃく

 

 

※A）  「場
ば

」の 考
かんが

え方
かた

と図書館
と し ょ か ん

との関係
かんけい

に関
かん

しては、久野
く の

和子
か ず こ

「フィンランドにおける

「第三
だいさん

の場
ば

」（third places）としての図書館
と し ょ か ん

」（『神戸
こ う べ

女子
じ ょ し

大学
だいが く

文
ぶん

学部
が く ぶ

紀要
き よ う

』４９巻
かん

）
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に詳
く わ

しい。 

※B）  レイ・オルデンバーグ（アメリカの社会
し ゃ かい

学者
が く し ゃ

）が提唱
ていしょう

した「第三
だいさん

の場
ば

（サードプレイ

ス）」に基
も と

づく考
かんが

え方
かた

。第三
だいさん

の場
ば

と図書館
と し ょ か ん

との関係
かんけい

に関
かん

しては、久野
く の

和子
か ず こ

前掲
ぜんけい

論文
ろんぶん

で

論
ろん

じられている。 

※C） 滞在型
たいざいがた

利用
り よ う

や集
つど

いを意識
い し き

した造
つ く

りの図書館
と し ょ か ん

は、東京都
と う き ょ う と

武蔵野市
む さ し の し

の武蔵野
む さ し の

プレイ

ス（平成
へいせい

２３年
ねん

７月
がつ

開館
かいかん

）が有名
ゆうめい

。近隣
き ん り ん

においては、守口
も り ぐ ち

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

や寝屋川
ね や が わ

市立
し り つ

中央
ちゅうおう

図書館
と し ょ か ん

が「第三
だいさん

の場
ば

」を意識
い し き

したレイアウトにより運用
う ん よ う

している。 

※D）  社会学
し ゃ かい が く

や政治学
せ い じ が く

などで用
も ち

いられる「社会
し ゃ かい

関係
かんけい

資本
し ほ ん

」の考
かんが

え方
かた

。好
こ の

ましい効果
こ う か

が

期待
き た い

できる方面
ほうめん

として、子
こ

どもの教育
きょういく

成果
せ い か

も含
ふ く

まれている。社会
し ゃ かい

関係
かんけい

資本
し ほ ん

と図書館
と し ょ か ん

と

の関係
かんけい

に関
かん

しては、久野
く の

和子
か ず こ

前掲
ぜんけい

論文
ろんぶん

や佐々木
さ さ き

詠
う た

香
か

他
ほか

「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な図書館
と し ょ か ん

運営
う ん え い

に

求
も と

められる新
あ ら

たな機能
き の う

について―社会
し ゃ かい

関係
かんけい

資本
し ほ ん

形成
けいせい

を考慮
こ う り ょ

した図書館
と し ょ か ん

運営
う ん え い

の検討
け ん と う

―」（『都市
と し

経営
けいえい

』No.15）で論
ろん

じられている。 

※E） 第三
だいさん

の場
ば

への社会的
し ゃ かい て き

関心
かんしん

の高
たか

まりの指標
し ひ ょ う

としては、国立
こ く り つ

国会
こ っ かい

図書館
と し ょ か ん

のオンライン

検索
け ん さ く

システム「NDL ONLINE」において、タイトルに「第三
だいさん

(3)の場
ば

」（サードプレイス、

第三
だいさん

(3)の居場所
い ば し ょ

も同義語
ど う ぎ ご

とする）を含
ふ く

む雑誌
ざ っ し

記事
き じ

のヒット数
す う

が近年
きんねん

増加
ぞ う か

しているこ

とがあげられる。2010年
ねん

から 2013年
ねん

は多
おお

い年
と し

で４件
けん

であったが、2014年
ねん

に 10件
けん

に

増加
ぞ う か

したのち、2021年
ねん

には最多
さ い た

の 28件
けん

となった。 

※F） 集
つど

いの場
ば

が知識
ち し き

や情報
じょうほう

との出会
で あ

いになるとの考
かんが

え方
かた

は、 新 出
あたらしいずる

他
ほか

「対談
たいだん

あらため

て考
かんが

えるサードプレイスと図書館
と し ょ か ん

」（『LRG』第
だい

３０号
ご う

）で説
と

かれている。 

※G） シヤリ・ラマムリタ・ランガナタン（インドの図書館
と し ょ か ん

学者
が く し ゃ

）が提唱
ていしょう

した図書館学
と し ょ か ん が く

の五
ご

法則
ほ う そ く

の一
ひ と

つに、「図書館
と し ょ か ん

は成長
せいちょう

する有機体
ゆ う き た い

（Ｇｒｏｗｉｎｇ Ｏｒｇａｎｉsm）」との考
かんが

えがある。 

※H） 図書館
と し ょ か ん

を人
ひ と

が集
あつ

まる場所
ば し ょ

にとの動
う ご

きに関
かん

しては、日本経済
けいざい

新聞
しんぶん

の 2023年
ねん

8月
がつ

5

日
にち

朝刊
ちょうかん

において取
と

り上
あ

げられている。記事
き じ

名
めい

「関西
かんさい

の図書館
と し ょ か ん

、人
ひ と

呼
よ

ぶ拠点
き ょ て ん

」。 

※I） 渡部
わたなべ

晶
あきら

「図書館
と し ょ か ん

・書店
し ょ て ん

を拠点
き ょ て ん

とした地域
ち い き

活性化
か っ せ い か

への展望
てんぼ う

～日本
に ほ ん

における「サード

プレイス」の可能性
か の う せ い

」（『ファイナンス』Vol.53,No.11）で指摘
し て き

がある。 

※J） 交流
こうりゅう

やつながりの創出
そうしゅつ

において、ファシリテーター的
て き

役割
や く わ り

の人物
じんぶつ

が重要
じゅうよう

であること

に関
かん

しては、久野
く の

和子
か ず こ

前掲
ぜんけい

論文
ろんぶん

の他
ほか

、天野
あ ま の

圭子
け い こ

他
ほか

「「サードプレイス」における子育
こ そ だ

て

世代
せ だ い

や高齢者
こ う れ い し ゃ

のつながり形成
けいせい

に関
かん

する研究
けんきゅう

」（『福祉
ふ く し

のまちづくり研究
けんきゅう

講演集
こうえんしゅう

３』）で

指摘
し て き

されている。 
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〇四
し

條畷
じょうなわて

市立
し り つ

図書
と し ょ

館
かん

協
きょう

議会
ぎ か い

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

（敬称
けいしょう

略
りゃく

） 

委員名
い い ん め い

 基準  任期開始  

鉄
てつ

 寿
と し

広
ひろ

 学校
が っ こ う

教育
きょういく

の関係者
かんけい しゃ

 令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

木村
き む ら

 実
みのる

 学校
が っ こ う

教育
きょういく

の関係者
かんけい しゃ

 令和
れ い わ

４年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

大庭
お お ば

 つばら 社会
し ゃ かい

教育
きょういく

の関係者
かんけい しゃ

 平成
へいせい

２９年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

○高垣
たかがき

 聡
さ と

美
み

 社会
し ゃ かい

教育
きょういく

の関係者
かんけい しゃ

 平成
へいせい

２９年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

藤井
ふ じ い

 啓子
け い こ

 社会
し ゃ かい

教育
きょういく

の関係者
かんけい しゃ

 令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

林
はやし

 美
み

香
か

 家庭
か て い

教育
きょういく

の向上
こうじょう

に資
し

する活動
かつど う

を行
おこな

うもの 平成
へいせい

２９年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

金城
きんじょう

 優子
ゆ う こ

 家庭
か て い

教育
きょういく

の向上
こうじょう

に資
し

する活動
かつど う

を行
おこな

うもの 令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

◎福井
ふ く い

 多惠子
た え こ

 学識
が く し き

経験
けいけん

のある者
もの

 平成
へいせい

２７年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

小林
こ ばや し

 初根
は つ ね

 学識
が く し き

経験
けいけん

のある者
もの

 平成
へいせい

２９年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

尾
お

﨑
ざき

 安啓
やすひら

 学識
が く し き

経験
けいけん

のある者
もの

 令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～ 

※ 基準は、四條畷市立図書館協議会条例第２条に定める委員の任命の基準による。  

※ ◎は会長、○は副会長  

 

○審議
し ん ぎ

の経過
け い か

 

開催
かいさい

日
び

 内容
な い よ う

 

令和
れ い わ

５年
ねん

１０月
がつ

２４日
にち

 第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

策定
さ く て い

及
およ

び原案
げんあん

の内
ない

容
よ う

の説明
せつめい

 

令和
れ い わ

６年
ねん

１月
がつ

１１日
にち

 （１）第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（原案
げんあん

）の諮問
し も ん

 

（２）第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（原案
げんあん

）の審議
し ん ぎ

 

令和
れ い わ

６年
ねん

１月
がつ

３１日
にち

 （１）第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（原案
げんあん

）の前回
ぜんかい

審議
し ん ぎ

の確認
か くに ん

 

（２）第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（原案
げんあん

）の追加
つ い か

審議
し ん ぎ

 

令和６年２月
がつ

２１日
にち

 第
だい

４次
じ

四條畷
しじょうなわて

市
し

子
こ

ども読書
ど く し ょ

活動
かつど う

推進
すい しん

計画
けいか く

（原案
げんあん

）の諮問
し も ん

に対
たい

する答申
と う し ん

 

※次
じ

ページ掲載
けいさい

の答申
と う し ん

については、原本
げんぽん

どおりの掲載
けいさい

とする。 
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令和６年  ２月２１日   

 

四條畷市立図書館  

館長  田中  学  様  

 

 

四條畷市立図書館協議会   

会   長    福井  多惠子   

 

 

第４次四條畷市子ども読書活動推進計画（原案）について（答申）  

 

令和６年１月１１日付け、畷教図第５７１号で諮問のありました第４次四條畷市子ども

読書活動推進計画（原案）につきまして、慎重に審議を行った結果、別紙のとおり答申し

ます。 

 

以上  
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別  紙  

第４次四條畷市子ども読書活動推進計画（原案）について（答申）  

 

（１）計画に盛り込む意見  

意  見  内  容  

直近の世界情勢に係る記

載内容について 

Ｐ３下段～Ｐ４上段、４  第４次計画策定の趣旨のなか、

世界情勢に関する記載については、原案策定後の情勢

をも反映させるよう追記するとともに、読書の持つ力が具

体に把握できるような表現にすること。 

小中学生のアンケート調査

結果における第４次計画で

の施策設定にあたっての留

意点について 

Ｐ１１中段、３ 現状と課題～アンケート調査結果から～の

（２）小学生のアンケート調査結果および P12 下段の

（３）中学生のアンケート調査結果のなか、学校での取

組みを家庭での読書へつなげる旨を追記するとともに、

内容を再構成すること。 

小学校での図書の時間の

確保について 

Ｐ２６下段、２ 就学後のこどもたちへの施策の（２）重点

施策のなか、「週１回、図書の時間の確保に努める」との

施策について、実践可能な内容に見直すこと。 

学校図書館図書標準の達

成に向けた予算確保につい

て 

Ｐ２７上段、２  就学後のこどもたちへの施策の（２）重点

施策のなか、ふるさと納税を使用することが前提と受け

取れる表現を見直すこと。 

定期刊行物の購入につい

て 

Ｐ２７中段、２  就学後のこどもたちへの施策の（２）重点

施策のなか、実態に即した内容に見直すこと。 

 

（２）計画を進めるに付す意見  

意  見  内  容  

成果指標の達成基準につ

いて 

P18 上段、５ 成果指標と重点施策の（１）成果指標の

なか、達成の基準については、増加させるに留まらず、さ

らに充実を図ること。 

 

以上  



子ども読書活動に関するアンケート調査結果

調査概要

（１）調査趣旨

（２）調査対象

（３）調査期間

　令和５年１月１７日～１月３１日

 ※本文中に記載がある「前回調査」（第３次計画策定時）の実施時期は以下のとおり。

平成３０年５月２９日～同年６月１５日（保護者向けは同月２１日）

　第４次四條畷市子ども読書活動推進計画の策定にあたり、子どもの読書活動の現状を把握す
るために実施。

327

344

1464合計

 ※各項目の％は、小数点以下を四捨五入しています。そのため、各項目の％の合計が100％と
 　 ならない場合がありますが、合計値は100％と表記しています。

市内小学校６校

市内中学校３校

依頼先 対象 回答者数

忍ケ丘あおぞらこども園

岡部保育所

児童発達支援センター

３年生

３年生

１年生

５年生
児童

生徒

保護者 131

305

357

1



人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

1 50% 2 29% 8 36% 12 38% 9 38% 11 24% 11 37% 54 33%

1 50% 4 57% 7 32% 12 38% 6 25% 12 26% 4 13% 46 28%

0 0% 1 14% 6 27% 2 6% 6 25% 11 24% 6 20% 32 20%

0 0% 0 0% 1 5% 6 19% 3 13% 12 26% 9 30% 31 19%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

①ほとんど毎日

②週１～２回

③月１～２回

④ほとんどない

合計

(3)ご家庭のどなたかがお子さんと一緒に本を見たり読んだりする機会はどのくらいありますか？

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ６歳児 合計

6歳児 30 18%

合計 163 100%

4歳児 24 15%

5歳児 46 28%

※アンケート対象の乳幼児が同じ家庭に複数いる場合、一つの回答を人数分集計しています（きょうだい
２人の場合、同じ回答を２回カウントしています）。

2歳児 22 13%

3歳児 32 20%

0歳児 2 1%

1歳児 7 4%

合計 131 100%

(2)お子さんそれぞれの年齢を教えてください。

人数 割合

２人 30 23%

３人 1 1%

１　乳幼児保護者向けアンケート結果

(1)忍ケ丘あおぞらこども園・岡部保育所・児童発達支援センターに通われているお子さんの人数
をお答えください。

回答数 割合

１人 100 76%

2



人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

2 100% 6 86% 19 86% 27 84% 21 88% 36 78% 22 73% 133 82%

0 0% 1 14% 1 5% 3 9% 2 8% 3 7% 2 7% 12 7%

0 0% 2 29% 6 27% 15 47% 11 46% 16 35% 6 20% 56 34%

0 0% 1 14% 8 36% 20 63% 9 38% 22 48% 10 33% 70 43%

0 0% 1 14% 1 5% 2 6% 2 8% 8 17% 6 20% 20 12%

0 0% 1 14% 2 9% 11 34% 5 21% 17 37% 12 40% 48 29%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 1 3% 3 2%

0 0% 0 0% 2 9% 4 13% 1 4% 5 11% 2 7% 14 9%

2 100% 12 171% 39 177% 82 256% 51 213% 109 237% 61 203% 356 218%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

2 100% 1 14% 6 27% 12 38% 7 29% 24 52% 11 37% 63 39%

0 0% 6 86% 10 45% 26 81% 18 75% 30 65% 23 77% 113 69%

0 0% 1 14% 7 32% 5 16% 3 13% 5 11% 4 13% 25 15%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 2 4% 0 0% 4 2%

0 0% 2 29% 7 32% 11 34% 5 21% 8 17% 3 10% 36 22%

0 0% 0 0% 4 18% 2 6% 2 8% 4 9% 0 0% 12 7%

2 100% 10 143% 34 155% 56 175% 37 154% 73 159% 41 137% 253 155%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

2 100% 1 14% 3 14% 8 25% 2 8% 8 17% 7 23% 31 19%

0 0% 0 0% 2 9% 6 19% 2 8% 5 11% 2 7% 17 10%

0 0% 0 0% 5 23% 3 9% 5 21% 8 17% 6 20% 27 17%

0 0% 6 86% 12 55% 15 47% 15 63% 25 54% 15 50% 88 54%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

④ほとんど利用しない

合計

５歳児 ６歳児 合計

①２週間に１回以上

②月に１回

③半年に２～３回

⑥その他

合計

回答数

(6)四條畷市立図書館（四條畷図書館・田原図書館）はどのくらい利用されますか？

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

合計

①図書館

②書店で購入

③インターネットで購入

④電子書籍

⑤譲り受ける

回答数

(5)お子さんと一緒に見たり読んだりする本は、どのように入手されますか？（２つまで）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ６歳児

④図鑑・知識の本

⑤折り紙など工作の本

⑥なぞなぞ、迷路など

⑦学習まんが

⑧その他

合計

５歳児 ６歳児 合計

①絵本

②読み物

③乗り物の本

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児

(4)お子さんと一緒に見たり読んだりする本はどんな本ですか？（複数回答可）

3



＜参考＞子どもの本の調達方法と図書館利用頻度との相関関係

子どもの本の調達方法

図書館 書店で購入インターネット 電子書籍 譲り受ける その他 合計

図書館の利用頻度 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

27 43% 17 15% 0 0% 0 0% 6 16% 0 0% 50 20%

15 24% 13 11% 1 4% 0 0% 2 5% 1 8% 32 13%

17 27% 16 14% 5 20% 0 0% 3 8% 4 33% 45 18%

4 6% 68 60% 19 76% 4 100% 26 70% 7 58% 128 50%

63 100% 114 100% 25 100% 4 100% 37 100% 12 100% 255 100%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

1 50% 5 71% 19 86% 15 47% 18 75% 25 54% 21 70% 104 64%

1 50% 1 14% 2 9% 10 31% 4 17% 15 33% 5 17% 38 23%

0 0% 1 14% 1 5% 5 16% 1 4% 4 9% 1 3% 13 8%

0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4% 2 4% 3 10% 8 5%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

＜参考＞保護者が１か月に読む冊数と子どもの本の調達方法との相関関係

保護者が１か月に読む冊数

1～2冊 3～5冊 6冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

29 28% 23 61% 6 46% 5 63% 63 39%

71 68% 27 71% 12 92% 4 50% 114 70%

18 17% 6 16% 1 8% 0 0% 25 15%

2 2% 1 3% 1 8% 0 0% 4 2%

26 25% 8 21% 0 0% 3 38% 37 23%

11 11% 1 3% 0 0% 0 0% 12 7%

157 151% 66 174% 20 154% 12 150% 255 156%

104 100% 38 100% 13 100% 8 100% 163 100%

子どもの本の調達方法

図書館

書店で購入

インターネットで購入

電子書籍

譲り受ける

その他

合計

回答数

６歳児 合計

①ほとんど読まない

②１～２冊

③３～５冊

④６冊以上

(7)アンケートご回答の方ご自身は、普段１か月あたりどのくらい本を読みますか？

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

ほとんど
読まない

2週間に1回以上

月に1回

半年に2～3回

ほとんど利用しない

合計

合計

4



＜参考＞保護者が１か月に読む冊数と図書館利用頻度との相関関係

保護者が１か月に読む冊数

1～2冊 3～5冊 6冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

13 13% 11 29% 3 23% 4 50% 31 19%

10 10% 4 11% 2 15% 1 13% 17 10%

16 15% 10 26% 1 8% 0 0% 27 17%

65 63% 13 34% 7 54% 3 38% 88 54%

104 100% 38 100% 13 100% 8 100% 163 100%

＜参考＞保護者が１か月に読む冊数と子どもと一緒に本を読む頻度との相関関係

保護者が１か月に読む冊数

1～2冊 3～5冊 6冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

27 26% 15 39% 6 46% 6 75% 54 33%

26 25% 18 47% 1 8% 1 13% 46 28%

28 27% 2 5% 2 15% 0 0% 32 20%

23 22% 3 8% 4 31% 1 13% 31 19%

104 100% 38 100% 13 100% 8 100% 163 100%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

2 100% 5 71% 14 64% 26 81% 20 83% 34 74% 20 67% 121 74%

1 50% 2 29% 6 27% 8 25% 6 25% 11 24% 9 30% 43 26%

0 0% 2 29% 0 0% 4 13% 3 13% 7 15% 3 10% 19 12%

0 0% 1 14% 7 32% 5 16% 6 25% 12 26% 9 30% 40 25%

0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 2 4% 1 3% 4 2%

1 50% 0 0% 7 32% 2 6% 2 8% 7 15% 2 7% 21 13%

0 0% 4 57% 9 41% 16 50% 10 42% 14 30% 13 43% 66 40%

0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%

4 200% 14 200% 43 195% 63 197% 47 196% 87 189% 57 190% 315 193%

2 100% 7 100% 22 100% 32 100% 24 100% 46 100% 30 100% 163 100%

⑥読書習慣の定着

⑦心の成長

⑧その他

合計

回答数

図書館の利用頻度

2週間に1回以上

月に1回

半年に2～3回

ほとんど利用しない

合計

(8)お子さんと一緒に本を見たり読んだりすることによってどのような効果を期待しますか？（２つまで）

③集中力の向上

④知識の取得

⑤将来の学力向上

６歳児

ほとんど
読まない

ほとんど
読まない

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

①コミュニケーション

②楽しみを得る

子どもと本を読む頻度

ほとんど毎日

週1～2回

月1～2回

ほとんどない

合計

5



２　市内小学生向けアンケート結果

100%合計 30 100% 35 100% 65

37%

⑤その他 0 0% 0 0% 0 0%

④めんどうだから 9 30% 15 43% 24

35%

③読んでも楽しくないから 5 17% 7 20% 12 18%

②文章を読むのが苦手だから 13 43% 10 29% 23

割合

①漢字が苦手だから 3 10% 3 9% 6 9%

(3)前の質問で「どちらかというと嫌い」「嫌い」と回答した人にお聞きします。読書が嫌い
な理由は何ですか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

100%合計 344 100% 327 100% 671

5%

⑤嫌い 16 5% 18 6% 34 5%

④どちらかというと嫌い 14 4% 17 5% 31

30%

③どちらでもない 34 10% 64 20% 98 15%

②どちらかというと好き 103 30% 95 29% 198

割合

①好き 177 51% 133 41% 310 46%

(2)読書は好きですか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

くすのき 76 57 133

合計 344 327 671

四條畷 69 99 168

岡部 64 67 131

南 28 25 53

忍ヶ丘 39 31 70

３年生 ５年生 合計

田原 68 48 116

(1)あなたの学校名を教えてください。
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＜参考＞読書の好き嫌いと本を読む冊数との相関関係

読書は好きか

好き 嫌い 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

16 5% 27 14% 36 37% 18 58% 20 59% 117 17%

40 13% 38 19% 21 21% 6 19% 10 29% 115 17%

90 29% 84 42% 29 30% 3 10% 3 9% 209 31%

48 15% 31 16% 3 3% 3 10% 1 3% 86 13%

116 37% 18 9% 9 9% 1 3% 0 0% 144 21%

310 100% 198 100% 98 100% 31 100% 34 100% 671 100%合計

100%回答者数 344 100% 327 100% 671

22%

合計 600 174% 530 162% 1130 168%

⑩その他 70 20% 80 24% 150

15%

⑨工作の本（ものを作るための本） 39 11% 23 7% 62 9%

⑧スポーツ 58 17% 40 12% 98

22%

⑦算数・科学 21 6% 22 7% 43 6%

⑥生きもの 88 26% 60 18% 148

15%

⑤乗りもの 10 3% 13 4% 23 3%

④歴史 55 16% 44 13% 99

40%

③伝記 28 8% 32 10% 60 9%

②小説などの読み物 111 32% 157 48% 268

34 10% 86

割合

①絵本 120 35% 59 18% 179 27%

(5)どんな本が好きですか？（2つまで選んで答えてください）

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

１か月の間に読む冊数

ほとんど読まない

どちらかと
いうと好き

どちらかと
いうと嫌い

どちらでも
ない

1冊

2～5冊

6～9冊

10冊以上

17%

③２～５冊 101 29% 108 33% 209 31%

②１冊 56 16% 59 18% 115

100%合計 344 100% 327 100% 671

13%

⑤１０冊以上 88 26% 56 17% 144 21%

④６～９冊 52 15%

割合

①ほとんど読まない 47 14% 70 21% 117 17%

(4)ふだん、１か月の間にどのくらい本を読みますか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数
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＜参考＞読書以外で好きなことと本を読む冊数との相関関係

１か月の間に読む冊数

1冊 2～5冊 6～9冊 10冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

43 37% 46 40% 101 48% 27 31% 49 34% 266 40%

91 78% 87 76% 135 65% 57 66% 94 65% 464 69%

9 8% 17 15% 23 11% 17 20% 23 16% 89 13%

12 10% 14 12% 18 9% 4 5% 16 11% 64 10%

20 17% 20 17% 44 21% 21 24% 34 24% 139 21%

25 21% 22 19% 54 26% 28 33% 40 28% 169 25%

7 6% 5 4% 13 6% 7 8% 11 8% 43 6%

207 177% 211 183% 388 186% 161 187% 267 185% 1234 184%

117 100% 115 100% 209 100% 86 100% 144 100% 671 100%

読書以外で好きなこと

スポーツ

ゲーム

テレビ・DVD

インターネット

音楽

絵をかく

その他

合計

回答者数

100%合計 344 100% 327 100% 671

16%

⑤ほとんど行かない 133 39% 138 42% 271 40%

④学期のうちに２～３回 55 16% 50 15% 105

18%

③１か月のうちに２～３回 61 18% 45 14% 106 16%

②１週間のうちに１～２回 56 16% 68 21% 124

人数 割合

①１週間のうちに３回以上 39 11% 26 8% 65 10%

(7)業間やお昼休みの時間に、どのくらい学校の図書室へ行きますか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合

ほとんど
読まない

184%

回答者数 344 100% 327 100% 671 100%

合計 644 187% 590 180% 1234

25%

⑦その他 25 7% 18 6% 43 6%

⑥絵をかく 100 29% 69 21% 169

10%

⑤音楽 69 20% 70 21% 139 21%

④インターネット 22 6% 42 13% 64

69%

③テレビ・ＤＶＤ 54 16% 35 11% 89 13%

②ゲーム 235 68% 229 70% 464

割合

①スポーツ 139 40% 127 39% 266 40%

(6)読書以外で好きなことはありますか？（2つまで選んで答えてください）

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数
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＜参考＞小さい頃の読み聞かせと読書好きとの相関関係

小さい頃の読み聞かせ

よく ときどき 覚えていない 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

172 58% 71 36% 23 43% 44 36% 310 46%

80 27% 68 35% 15 28% 35 28% 198 30%

29 10% 36 18% 8 15% 25 20% 98 15%

7 2% 14 7% 3 6% 7 6% 31 5%

11 4% 7 4% 4 8% 12 10% 34 5%

299 100% 196 100% 53 100% 123 100% 671 100%

嫌い

合計

57%

合計 344 100% 327 100% 671 100%

②ない 195 57% 188 57% 383

人数 割合

①ある 149 43% 139 43% 288 43%

(10)スマートフォンやタブレット、パソコンで本を読んだことがありますか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合

読書は好きか

好き

どちらかというと好き

どちらでもない

どちらかというと嫌い

18%

合計 344 100% 327 100% 671 100%

④おぼえていない 51 15% 72 22% 123

29%

③あまり読んでもらっていなかった 31 9% 22 7% 53 8%

②ときどき読んでもらっていた 92 27% 104 32% 196

人数 割合

①よく読んでもらっていた 170 49% 129 39% 299 45%

(9)小さいころに、お家の人に本を読んでもらっていましたか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合

12%

合計 344 100% 327 100% 671 100%

④行ったことがない 35 10% 48 15% 83

割合 人数

31%

③ほとんど行かない 138 40% 169 52% 307 46%

②ときどき行く 109 32% 96 29% 205

割合

①よく行く 62 18% 14 4% 76 11%

あまり

(8)四條畷図書館または田原図書館へは、どのくらい行きますか？

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数
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３　市内中学生向けアンケート結果

(2)読書は好きですか?

合計 357 305 662

7 2% 29

30%

③２～５冊 102 29% 67 22% 169 26%

②１冊 94 26% 102 33% 196

100%合計 357 100% 305 100% 662

4%

⑤１０冊以上 36 10% 20 7% 56 8%

④６～９冊 22 6%

割合

①ほとんど読まない 103 29% 109 36% 212 32%

(3)普段、１か月の間にどのくらい本を読みますか?

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

100%合計 357 100% 305 100% 662

6%

⑤嫌い 32 9% 34 11% 66 10%

④どちらかというと嫌い 28 8% 15 5% 43

25%

③どちらでもない 95 27% 73 24% 168 25%

②どちらかというと好き 95 27% 70 23% 165

割合

①好き 107 30% 113 37% 220 33%

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

西 125 64 189

四條畷 160 169 329

田原 72 72 144

(1)あなたの学校名と学年を教えてください。

１年生 ３年生 合計

5%

合計 149 100% 139 100% 288 100%

④その他 6 4% 7 5% 13

20%

③まんが 85 57% 85 61% 170 59%

②小説などの読み物 18 12% 39 28% 57

人数 割合

①絵本 40 27% 8 6% 48 17%

３年生 ５年生 合計

人数 割合 人数 割合

(11)ある場合は、一番読んだことがある本を選んでください。（教科書以外で答えてください）
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＜参考＞読書の好き嫌いと本を読む冊数との相関関係

読書は好きか

好き 嫌い 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

16 7% 31 19% 81 48% 30 70% 54 82% 212 32%

49 22% 66 40% 65 39% 9 21% 7 11% 196 30%

85 39% 58 35% 20 12% 3 7% 3 5% 169 26%

24 11% 5 3% 0 0% 0 0% 0 0% 29 4%

46 21% 5 3% 2 1% 1 2% 2 3% 56 8%

220 100% 165 100% 168 100% 43 100% 66 100% 662 100%

162%

回答者数 357 100% 305 100% 662 100%

合計 574 161% 501

⑦その他 29 8% 27 9% 56 8%

⑥図書室のおすすめ 56 16% 31 10% 87

11%

⑤本屋で見て 181 51% 168 55% 349 53%

④家族のおすすめ 38 11% 34 11% 72

28%

③先生のおすすめ 12 3% 8 3% 20 3%

②友達のおすすめ 102 29% 84 28% 186

164% 1075

13%

割合

①インターネットやテレビなどのメディア 156 44% 149 49% 305 46%

(5)読む本を選ぶ時に参考になるものは何ですか？（２つまで選んで答えてください）

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

100%回答者数 357 100% 305 100% 662

25%

合計 577 162% 477 156% 1054 159%

⑩その他 90 25% 74 24% 164

3%

⑨スポーツ 91 25% 47 15% 138 21%

⑧美術 14 4% 7 2% 21

8%

⑦音楽 19 5% 19 6% 38 6%

⑥科学 23 6% 27 9% 50

3%

⑤数学 9 3% 4 1% 13 2%

④政治・経済 3 1% 17 6% 20

8%

③歴史 53 15% 37 12% 90 14%

②伝記 31 9% 19 6% 50

割合

①小説 244 68% 226 74% 470 71%

(4)好きな本のジャンルは何ですか?（２つまで選んで答えてください）

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合 人数

どちらかと
いうと好き

どちらでも
ない

どちらかと
いうと嫌い

１か月の間に読む冊数

ほとんど読まない

1冊

2～5冊

6～9冊

10冊以上

合計
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＜参考＞本を読む冊数と本選びの参考にするものとの相関関係

１か月の間に読む冊数

1冊 2～5冊 6～9冊 10冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

100 47% 99 51% 76 45% 13 45% 17 30% 305 46%

68 32% 56 29% 44 26% 7 24% 11 20% 186 28%

4 2% 7 4% 8 5% 1 3% 0 0% 20 3%

20 9% 21 11% 25 15% 3 10% 3 5% 72 11%

90 42% 102 52% 99 59% 19 66% 39 70% 349 53%

21 10% 20 10% 27 16% 4 14% 15 27% 87 13%

16 8% 12 6% 12 7% 3 10% 13 23% 56 8%

319 150% 317 162% 291 172% 50 172% 98 175% 1075 162%

212 100% 196 100% 169 100% 29 100% 56 100% 662 100%

＜参考＞読書以外で好きなことと本を読む冊数との相関関係

１か月の間に読む冊数

1冊 2～5冊 6～9冊 10冊以上 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

103 49% 92 47% 49 29% 10 34% 18 32% 272 41%

120 57% 98 50% 96 57% 15 52% 24 43% 353 53%

29 14% 38 19% 29 17% 5 17% 9 16% 110 17%

44 21% 39 20% 41 24% 4 14% 9 16% 137 21%

79 37% 76 39% 76 45% 12 41% 19 34% 262 40%

18 8% 26 13% 33 20% 6 21% 18 32% 101 15%

5 2% 5 3% 3 2% 3 10% 7 13% 23 3%

398 188% 374 191% 327 193% 55 190% 104 186% 1258 190%

212 100% 196 100% 169 100% 29 100% 56 100% 662 100%

家族のおすすめ

本屋で見て

図書室のおすすめ

その他

合計

回答者数

読書以外で好きなこと

スポーツ

ゲーム

テレビ・DVD

インターネット

音楽

絵を描く

その他

合計

本選びの参考にするもの

インターネットやテレビなどのメディア

友達のおすすめ

先生のおすすめ

ほとんど
読まない

ほとんど
読まない

回答者数

190%

回答者数 357 100% 305 100% 662 100%

合計 679 190% 579 190% 1258

15%

⑦その他 12 3% 11 4% 23 3%

⑥絵を描く 63 18% 38 12% 101

21%

⑤音楽 122 34% 140 46% 262 40%

④インターネット 74 21% 63 21% 137

53%

③テレビ・ＤＶＤ 49 14% 61 20% 110 17%

②ゲーム 199 56% 154 50% 353

人数 割合

①スポーツ 160 45% 112 37% 272 41%

(6)読書以外で好きなことはありますか？（２つまで選んで答えてください）

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合
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＜参考＞小さい頃の読み聞かせと読書好きとの相関関係

小さい頃の読み聞かせ

よく ときどき 覚えていない 合計

人数割合 人数割合 人数割合 人数割合 人数割合

122 44% 51 27% 15 37% 32 21% 220 33%

73 26% 47 25% 7 17% 38 25% 165 25%

58 21% 62 33% 9 22% 39 26% 168 25%

10 4% 13 7% 5 12% 15 10% 43 6%

16 6% 17 9% 5 12% 28 18% 66 10%

279 100% 190 100% 41 100% 152 100% 662 100%

あまり

読書は好きか

好き

どちらかというと好き

どちらでもない

どちらかというと嫌い

嫌い

合計

29%

③あまり読んでもらっていなかった 22 6% 19 6% 41 6%

②ときどき読んでもらっていた 114 32% 76 25% 190

23%

合計 357 100% 305 100% 662 100%

④覚えていない 93 26% 59 19% 152

人数 割合

①よく読んでもらっていた 128 36% 151 50% 279 42%

(9)小さい頃に、お家の人に本を読んでもらっていましたか？

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合

３年生

15%

合計 357 100% 305 100% 662 100%

④行ったことがない 47 13% 51 17% 98

合計

人数 割合 人数 割合 人数

50

合計 357 100% 305 100% 662

16%

③ほとんど行かない 225 63% 205 67% 430 65%

②ときどき行く 69 19% 35 11% 104

割合

①よく行く 16 4% 14 5% 30 5%

(8)四條畷図書館または田原図書館へは、どのくらい行きますか？

１年生

(7)学校の図書室へはどのくらい行きますか？

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合

100%

人数 割合

①１週間のうちに３回以上 30 8% 24 8% 54 8%

16%

⑤ほとんど行かない 180 50% 195 64% 375 57%

④学期のうちに２～３回 55 15%

7% 78 12%

②１週間のうちに１～２回 35 10% 15 5%

50 16% 105

8%

③１か月のうちに１～２回 57 16% 21
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100%合計 172 100% 183 100% 355

48%

⑤その他 1 1% 5 3% 6 2%

④漫画以外は読まない 85 49% 87 48% 172

5%

③参考書や辞書など 6 3% 9 5% 15 4%

②雑誌 5 3% 14 8% 19

人数 割合

①小説 75 44% 68 37% 143 40%

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合

46%

合計 357 100% 305 100% 662 100%

②ない 185 52% 122 40% 307

(11)電子書籍を読んだことがある人にお聞きします。漫画以外で一番よく読むものは何ですか？

人数 割合

①ある 172 48% 183 60% 355 54%

(10)電子書籍を読んだことがありますか？

１年生 ３年生 合計

人数 割合 人数 割合
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