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Ⅰ 子どもの読書活動推進計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の趣旨 

│ ≢ ≥╙─ β ╩ ∆╢√╘⁸ 13 12 ⌐ ≥╙─

─ ⌐ ⇔ ╩ ╘⁸ ┘ ─ ╩ ╠⅛⌐⇔

√₈ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ β ₉╩ ⇔╕⇔√⁹  

≢│⁸ 22 11 ⌐₈ ─ ₉╩ ⇔⁸ ─ ⁸ ─

╩ ℮ ≥╙√∟⅜ ─╟↕╩ ╡⁸ ╛ ⌐ ⅛∫≡√ↄ╕⇔ↄ ∆

╢√╘⌐ ←╢╖≢ ≥╙√∟─₈ ⅝╢ ₉╩ ╗ ╩ ╘≡⅝╕⇔√⁹  

╕√⁸ 27 4 ⌐ ◖Ⱶꜙ♬♥▫כ◒☻הꜟ╩ ⇔⁸

─ ⌐ ⇔≡╙ ₁⌂ ╩ ∫≡⅝╕⇔√⁹  

⇔⅛⇔⁸♥꜠ⱦ╛◕כⱶ⁸☻ⱴכ♩ⱨ◊fi─ ⁸∕╣╩ ⇔√ ⌂≥─◖

Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi♠כꜟ─ ⌐╟╡⁸ ≥╙─ ⌐╙ ⅝⌂ ╩

ⅎ≡™╢↓≤⅛╠⁸ ≥╙─ ─ ─ ╩ ╢ ⅜№╡╕∆⁹  

∕─√╘⁸ 24 ⅛╠ ⌡ ╩ ≤⇔√₈ ≥╙─

₉⁸ 31 ⅛╠ ⌡ ╩ ≤⇔√₈

≥╙─ ₉ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔⁸ ≥╙√∟─

╩ ⇔≡⅝╕⇔√⁹  

│⁸ ─ ⅜ ∆╢↓≤╩ ↑≡⁸ ╛ ⅜ ⇔√

≥╙─ ╩ ╕ⅎ⌂⅜╠⁸ ≢ ≥╙─

╩↕╠⌐ ∆╢√╘⌐⁸ ╩ ≤⇔≡ ⇔╩ ╡⁸₈

≥╙─ ₉ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢╙─≢∆⁹  

 

２ 第３期計画の性格 

↓─ │⁸ ─ ≥╙─ ─ ─√╘⁸ ╛ ⌂≥─

⁸ ⅜ ה ⇔⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ╡ ╗√╘─ ╩

∆╙─≢∆⁹ 

╕√⁸↓─ │↓╣╕≢─ ╩ ⅝ ←≤≤╙⌐⁸₈ ≥╙─

─ ⌐ ∆╢ 13 154 ₉⁸₈ ≥╙─

₉⌐ ≠ↄ ≤⇔≡─ ╩╙≈╙─≢∆⁹  

 

３ 第３期計画の対象 

↓─ │⁸ ─∆═≡─ ≥╙≤∕─ ⁸ ⁸ ─ ┘ ⅜

≤⌂╡╕∆⁹↓─ ≢₈ ≥╙₉≤│ ⁸ ה ╩™™╕∆⁹  
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４ 第３期計画のめざす将来像 

⅜╘↨∆ ╩ ─╟℮⌐ ⅝╕∆⁹  

 

℮╠╒╤─ ≥╙√∟│⁸ ╛ ≢ ⅛╠ ⌐ ⇔╖⁸ ╛▬fi♃כⱠ

♇♩ ╩ ∫≡⁸╦⅛╠⌂™↓≤╩ ═╢ ⅜ ⌐≈™≡™╕∆⁹  

╛ ─ │ ≥╙─ ⌐ ╩ ∟⁸∕─ ╩ ⇔≡  

™╢≤≤╙⌐⁸ ╠╙ ⌐ ⇔╪≢™╕∆⁹  

≢│⁸ ⅜ ╕╢ ⌐Ⱶ♬ ╩ ↄ⌂≥ ⌐ ⇔╗ ⅜№╡⁸

≢ ⌐ ╡ ╗ β ℮∟≥ↄ ╛ ≥╙⌐ ╖ ⅛∑╩⇔√╡⁸ ≥╙

≤ ⌐ ╩ ╪≢◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ∫√╡⁸ ─↓≤╩ ⌐ ╩⇔

√╡⁸ ⅜ ╩ ╪≢™╢ ╩ ≥╙⌐ ∑√╡⇔≡™╕∆⁹  

╕√⁸ ≢│⁸ ≥╙─ ╩ ∆╢√╘⌐ ₁⌂ ה ⅜ ⇔

≡ ─ ⌐ ╡ ╪≢™╕∆⁹  

╩ ⇔≡ ⅛≢ ╛⅛⌂ ≥╙√∟─ ╩ ℮ ─ √∟⅜⁸

↕╕↨╕⌂ ≢⅔ ⇔╛ ─ ╖ ⅛∑╛ ╡⁸ ≥╙⅜ ⌐ ╩

┘√ↄ⌂╢╟℮⌂ ה ה ⌂≥─ ╡╩

™⁸ ≥╙√∟⌐ ─ ╩ ⅎ≡™╕∆⁹ 

 

 

５ 計画の目標 

≥╙─ ⌐ ⇔≡⁸ ─₈ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢

⌂ ₉≢│⁸ ⌂ ≤⇔≡ ─ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹  

─  

⌂ ≥╙√∟─ ─  

♦☺♃ꜟ ⌐ ⇔√ ─  

≥╙─ ⌐ ∫√ ─  

╕√⁸₈ ≥╙─ ₉≢│⁸ ≤⇔≡ ─

⅜ ↕╣≡™╕∆⁹  

≢─ ≥╙─ ─  

≥╙─ ┘╩ ⅎ╢ ─  

≢│⁸ ─ ⌂ ╛ ─ ╩ ⌐⁸ ─ ≥╙─

─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⅜╘↨∆ ╩ ∆╢√╘⌐ ─╟℮⌐

╩ ╘╕∆⁹  

≥╙─ ─ ─  

≥╙─ ─ ה  

≥╙─ ⌐ ∆╢ ≤ ─  
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６ 第３期計画の期間 

↓─ ─ │⁸ (2024 )⅛╠ 10 ( 2028 )╕≢─

≤⇔⁸ ⌐ ∂≡ ─ ⇔╩ ™╕∆⁹  

 

７ 子どもの読書活動の現状と課題 

⌐⅔↑╢ ≥╙─ ─ ╩▪fi◔כ♩ ⅛╠ ╢≤⁸ ─

╩ ⌐⇔√ ─ ⌐ ∆╢ ▪fi◔כ♩ ≢│⁸ ≥╙

│ ╩ ╗↓≤ │ ╖ ⅛∑⅜₈ ⅝₉≢∆⅛─ ⌐⁸₈ ⅝₉₈≥∟╠⅛≤™ⅎ

┌ ⅝₉≤ ⇔√ ⅜ 99.0 30 ⅛╠ 93. 8 5 ⌐

⇔≡™╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔√ ⌐ ∆╢▪fi◔כ♩ ≢│⁸

╩ ╗↓≤⅜₈ ⅝₉≢∆⅛─ ⌐⁸₈ ⅝₉₈≥∟╠⅛≤™ⅎ┌ ⅝₉≤ ⇔

√ ⅜⁸ │ 81. 6 30 ⅛╠ 83.3 5 ⁸ │

78.4 30 ⅛╠ 64.6 5 ⌐ ⇔≡⅔╡⁸ ⅜ ⅝⌂

≥╙√∟─ │⁸ │ ⇔≡™╢╙──⁸ ≤ │ ⇔≡™╢↓

≤⅛╠⁸ ≥╙√∟⅜ ╩ ⇔╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ⅜ ⇔≡ ≥╙─

╛ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜ ≢∆⁹  

⁸ ─ ≥╙─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ╛ ⅜ ⌂╢√╘⁸

⌐ ∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⅜⁸ ≤ ╩ ⌐ ⇔≡™

╢ ה ─ ⌐╟╢≤⁸ ≢│⁸₈ │ ⅝≢∆⅛₉

─ ⌐⁸₈ ≡│╕╢₉₈≥∟╠⅛≤™ⅎ┌ ≡│╕╢₉≤ ⇔√ ⅜ 72. 0

5 ⁸ ≢│ 66.0 5 ─ ≢⇔√⁹  

≥╙√∟─ ⌐≈™≡│⁸ ⅛╠│⁸92.5 ⅜ ﬞ ⌐ ╩ ╗

⅜₈ ₉ ≤ ⇔≡⅔╡⁸ ≢│₈ ₉ ≤ ⇔√

─│ 94.5 ⁸ ≢│ 88.4 ⁸ ≢│ 81.0 ≤⌂╡╕⇔√⁹ 

╕√⁸ ﬞ ⌐ ╩ ╗ ⅜ 10 ≤ ⇔√ │ 25.0%⁸ │ 7.6

≢⇔√⅜⁸ ₈ ₉≤ ⇔√─│⁸ ≢ 1.4 ⁸ ≢

11.6 ⁸ ≢ 19. 0 ≤ ⅜ ⅜╢⌐≈╣ ─ ⌐ ⅜ ╠╣╕⇔√⁹

↓╣│⁸ ₈ ₉ ─ ⁸

7.0 ⁸ 13.1 ╩ ╢↓≤⅛╠⁸ ─ ⌐ ↑√ ⅜ ≢

∆⁹ 

↓─╟℮⌂ ⅛╠⁸ ≥╙√∟⅜ ─ ⇔↕╩ ∂╠╣⁸ ╩⇔√™≤

ⅎ╢⅝∫⅛↑≤⌂╢ ╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢√╘─ ╩ ⅎ╢√╘⌐⁸

ה ה ⅜ ←╢╖≢₈ ─ ₉≢ ╡ ╪≢™╢₈ ה ה⅝

↔│╪ ⱦ꜠♥כⱡה≈↕™№ ₉ ⁸ ┘₈ ◖Ⱶ♬ꜙ♥▫ה☻

≢₉ꜟכ◒ ╡ ╪≢™╢₈☻ⱴⱱכ◕הⱶ ─ ⌐₉ꜟכꜟ─ ≠™√ ╩

⇔⌂⅜╠⁸ ╩ ─ ⌐ ≠↑≡™ↄ ⅜№╡╕∆⁹  
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Ⅱ 子どもの読書活動推進のための取組 

 

 

１ 子どもの読書活動の機会の充実 

 

（１）家庭・地域における子どもの読書活動の推進 

│⁸ ≥╙⅜ ⌐ ⌐ ℮ ≢№╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ⌐ ∆╢

╛ ╩ ℮ ≢╙ ⌂ ╩ ∫≡™╢ ≢∆⁹  

⌐⁸ ⌐│⁸ ╖ ⅛∑⌂≥╩ ⇔≡ ─ ⅛™ ╩ ╗≤

≤╙⌐⁸ ≥╙─ ⌂ ╛ ┼─ ╩ ™⁸ ⌂ ╛

ה ╩ ℮↓≤⅜ ≢∆⁹  

⅜₈ ╖ ⅛∑╩∆╢₉⁸₈ ⌐ ╩√ↄ↕╪ ↄ₉⁸₈ ⌐ ╣≡

ↄ₉⌂≥─ ─ ╩⇔≡™╢ ⌐ ≥╙⅜ ⅝⌐⌂╢ ⅜

ↄ⌂╢↓≤│⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ≡™╢≤↓╤≢∆⅜⁸

⇔√▪fi◔כ♩ ⌐⅔™≡╙⁸ ⌐ ╖ ⅛∑⅜₈╟ↄ№∫√₉⁸

₈≤⅝≥⅝№∫√₉≤─ │⁸ ≢│ 79.8 ⁸ ≢│ 75. 9 ≤⌂∫

≡™╕∆⁹ 

↓─╟℮⌐⁸ ≥╙─ ─ ─√╘⌐│ ─ ⅝⅛↑⅜ ⌐

≤⌂∫≡ↄ╢↓≤⅛╠⁸ ╛ ≡ ☿fi♃⁸כ ↓≥╙ ה

⁸ ╩ ⇔≡⁸ ╖ ⅛∑╛ ─ ⌐≈™≡ ⌐

⇔≡™ↄ≤≤╙⌐⁸₈ ─ ₉≢ ⇔≡™╢₈ ה ה⅝ ↔│

╪ ⱦ꜠♥כⱡה≈↕™№ ₉ ╩↕╠⌐ ∆╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ≢─

ꜞ☼ⱶ╩ ⇔⁸ ╩ ⇔√ ─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi─ ╩ ╖ ⇔≡

™ↄ↓≤⅜ ⌐⌂∫≡⅝╕∆⁹ 

 

ア 家庭に対する読書活動の推進 

⌐⅔™≡│ ─ ≢⁸ ╛ ⅜ ⌐ ╩ ⇔╪∞╡⁸ ≥╙⌐

╖ ⅛∑╩⇔√╡∆╢↓≤⌐╟∫≡ ╩ ↕∑⁸ ≥╙⅜ ⌐

⇔╗ ≠ↄ╡⅜ ≢∆⁹ ≥╙⅜ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢√╘⁸™≈╙

⌐ ⅜№╡ ─ ⇔╖╩ ↕∑≡№→╢↓≤⅜ ≢∆⁹  

【具体的な取組】 

ה (℮∟≥ↄ) ╩ ⇔≡⁸ ╛ ⅜ ⌐ ╩ ⇔╗ ≠ↄ╡╩

⇔╕∆⁹ 

ה ⅜ ⌐ ⇔╗ ╩≈ↄ╡⁸ ─ ╖ ⅛∑⌐╟╢ ≠ↄ╡─√

╘Ⱪ♇◒☻♃כ♩ β ╩ ™╕∆⁹ 

♩כ♃☻◒♇Ⱪה ≢⁸⅔∆∆╘─ ─ ╛Ⱪ♇◒ꜞ☻♩β ─ ╩
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™╕∆⁹ 

ה ≥╙─ ⌐ ∆╢ ↑ ╩ ⇔╕∆⁹  

ה ⅛⌂ ╩ ≢⅝╢ √⌂┌√╕≈╡⁸ ╕≈╡ ╩ ⇔

╕∆⁹ 

 

イ 図書館での読書活動の推進 

│⁸ ↄ─ √∟⅜ ╖√™ ╩ ⇔ ╩ ⇔╗√╘─ ≢№╢

≤≤╙⌐⁸ ⌐ ∆╢ ─ ╛ ⌐ ∂╢ ≤⇔≡ ⌂

╩ ∫≡™╕∆⁹╕√⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⁸ ┘╛∆ↄ ╡╛∆™⌂≥

─☻ⱦכ◘─┼ ≤ ↄ ╩ ∆╢ ⅜№╡⁸ ╩ ∆

╢ ─ⱪכꜟ◓╛ ⁸ ╩ ∆╢Ⱳꜝfi♥▫▪◘כ◒ꜟ⌐ ⇔

≡ ─ ╩ ℮↓≤╙ ⌂ ≢∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ↄ─ ≥╙√∟⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮ ⌂ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ≢ ╩ ╣≡ ╩ ┘⁸ ╖ ⅛∑╛⅔ ⇔ ⌐ ≢⅝╢╟℮

─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ≥╙─ ⌐ ∂√ ─ ⁸ ╩ ™╕∆⁹  

β◒כ♩◒♇Ⱪה ≢ ⌂ ─ ╩ ™⁸ ╩ →╢ ↑╩⇔╕∆⁹ 

ה ─ ╛ ─ ⌂≥⁸ ⇔╛∆™ ≠ↄ╡⌐ ╘╕∆⁹  

ה ╩ ∆╢ ⌐ ╛ ╩ ⇔╕∆⁹  

ה ─ ≤─ ╛ ┘ ─ ╩ ™⁸ כ◘⌂⅛╛

ⱦ☻ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ≥╙√∟⅜ ─ ה ⌐≈™≡ ≢⅝╢╟℮⌐⁸ ≤ ⇔≡

─ ה ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ╛ ╩ ⇔≡Ⱳꜝfi♥▫▪─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ╩ ⇔╟℮≤∆╢ ╛ ⌐ ⇔≡⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╛

Ⱳꜝfi♥▫▪◘כ◒ꜟ─ ⌂≥⌐ ╘╕∆⁹  

 

ウ 公共施設における子どもの読書活動の推進 

≡ ☿fi♃כ╛ ≥╙ ☿fi♃כ─ ╛ ⅜ ╩

↔∆ ⌂≥⌐⅔™≡ ╩כ♫כ◖ ⇔⁸ ה ה ─

⁸ ╖ ⅛∑╛ ─ ⌐╟╢ ╩ ⇔╕∆⁹  

 【具体的な取組】 

ה ╛⅔ ⇔ ┼─ ─ ╩ ╘╕∆⁹  

ה ≡ ☿fi♃כ╛ ≥╙ ☿fi♃כ≤ ⇔ ─כ♫כ◖ ─

√╘─ ╩ ™╕∆⁹ 

ה ⅛╠ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐╟╢ ⌂ ╩
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™╕∆⁹ 

ה ≥╙√∟⅜ ℮ ⌐ ⌐╟╢ ⌂ ╛ ⇔√

─ ╩ ™╕∆⁹  

 

エ 民間団体の子どもの読書活動に対する支援 

⅔ ⇔ ╛ ╖ ⅛∑⌂≥╩ ⇔≡⁸ ≥╙─ ╩ ∆╢Ⱳꜝfi

─ꜟ◒כ◘▪▫♥ ╩ ™╕∆⁹  

   【具体的な取組】 

─ꜟ◒כ◘▪▫♥Ⱳꜝfiה ╩ ⇔╕∆⁹  

⅔╢╟⌐ꜟ◒כ◘▪▫♥Ⱳꜝfiה ⇔ ⁸ ╖ ⅛∑ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

ꜟ◒כ◘▪▫♥Ⱳꜝfiה ⌐ ⌂ ─ ╩ ™╕∆⁹  

ה ╛ⱱכⱶⱭכ☺⌂≥≢Ⱳꜝfi♥▫▪◘כ◒ꜟ─ ⌐≈™≡ ╩ ™⁸

⌐ ↑√ ╩ ⇔╕∆⁹  

ה ─▪♬ⱴ◦○fiβ ╛⅔ ה⇔ ╖ ⅛∑⌂≥─ ⌐ ∆╢ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

オ 読書活動が困難な子どもの読書活動の推進 

【具体的な取組】 

ה ╩ ╗↓≤⅜ ⌂ ⌐☼כ♬─╙≤ ∂√ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ╩ ╗↓≤⅜ ⌂ ≥╙⌐⁸ ╖ ⅛∑╛ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ⅜ ⌂ ≥╙─ ╩ ∆╢ ⌐ ╩ ™╕∆⁹  

ה ⅜ ⌂ ≥╙─ Ⱳꜝfi♥▫▪─ ╩ ™╕∆⁹  
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（２）学校等における子どもの読書活動の推進 

─ ≢│⁸₈ ₉─ ≢∆═≡─ ⅜ ⌐ ╡

╪≢™╕∆⁹ ─ ⌐≈™≡│⁸╒╓ ⅛╠ ⌐ ≤ ─

⌐ ∂≡ ⇔≡™╢ ≢∆⅜⁸ ▪fi◔כ♩ ≢│⁸ ╩ ╗─⅜ ⅝

⌐⌂∫√ ≤⇔≡ ≢ 29.3 ⁸ ≢ 33.3 ─ ⅜₈ ─

─ ⌂≥≢ ╩ ╗╟℮⌐⌂∫≡⅛╠₉≤ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ⌐

╟╢ ─ ╩™∫∕℮ ∆╢↓≤⅜ ≤ ≠↑╠╣╕∆⁹  

 

ア 読書習慣の確立と読書指導の充実 

≥╙⅜ ⇔╖⌂⅜╠ ⌐ ⇔╖⁸ ╩ ⌐≈↑╢√╘⌐₈ ₉⌂

≥─ ⌂ ╛ ╖ ⅛∑⌂≥─ ╩ ─ ⌐ ╡

╣╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ⌐ ⇔∕─ ─ ╩ ╡⁸ ≥╙─

⁸ ⌂ ╛ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ≥╙⅜ ⌐ ⇔╗⅝∫⅛↑≠ↄ╡≤⌂╢₈ ₉⌂≥─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ⁸ ⁸ ⌂ ─ ⁸ ─ ╩ ∂≡

╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ─ ≤ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ◖fi◒כꜟ⌂≥┼─ ⌐ ╘⁸ ┼─ ╩ ╘╕∆⁹  

ה ≤─ ⌐╟╢ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

 

イ 家庭・地域との連携による読書活動の推進 

╛ Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ╡╕∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ╖ ╩ ⇔≡⁸ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪⌐╟╢ ╖ ⅛∑⌂≥─

╩ ⇔╕∆⁹  

 

ウ 認定こども園・保育所における子どもの読書活動の推進 

─ ╖ ⅛∑╛ ─ │⁸ ─╙─⌐ ∆╢ ╛ ╩ ╘⁸

╩ ╘⁸ ╩ ⅛⌐⇔╕∆⁹ ⌐ ⌐ ⇔╗ ╩ ↄ ≈↓≤│

∕─ ─ ─ ⌐ ™⌐ ⇔╕∆⁹  

⌐╦√∫≡ ⌐ ⇔╖⁸ ╩ ⇔╗ ╩ ∆╢√╘⌐│⁸

⅛╠─ ⌐ ∂√ ╩ ℮↓≤⅜ ≢∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ≤ ⇔ ─כ♫כ◖ ╩ ╢⌂≥⁸ ⌐ ─№╢

≠ↄ╡╩ ╘╕∆⁹  

ה ┘─ ⌐ ╛ ⌂≥─ ╛ ╩ ╡ ╣⁸ ┼─ ╩ ╘

╢╟℮⌐ ╘╕∆⁹  
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ה ╛ ╩ ⇔⁸ ≥╙⅜ ⌐ ╣╢ ─ ⌐

╘╕∆⁹ 

 

エ 移動図書による子どもの読書活動の推進 

≢│⁸ ─ ↓≥╙ ה ה ≤

⅛╠ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐╟╢ ⌂ ╩ ™⁸ ≥

╙─ ╩ ⇔≡ ⇔╕∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ─ ↓≥╙ ה ה ⌐ ⌂ ╩ ™╕∆⁹  

ה ⅛╠ ─ ⌐ ⌂ ╩ ™╕∆⁹  
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２ 子どもの読書環境の整備・充実 

 

（１）家庭・地域における子どもの読書環境の整備・充実 

ア 浦幌町立図書館の図書資料・設備等の整備・充実 

│⁸ ⅜ ⇔≡ ⌐ ⇔╖ ⇔╘╢ ≢№╡⁸╕√⁸ ≥╙⅜

⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ⇔╪∞╡⁸ ⇔√╡∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ≢

№╢↓≤⅛╠⁸ ≥╙⅜ ⌐ ה ╩ →╠╣╢╟℮⁸ ─ ⌐

╘⁸ ≥╙─ ⌐ ╩☻ⱦכ◘√∫ ⇔╕∆⁹  

【具体的な取組】 

⅔ה ⇔ ╩ ⇔╕∆⁹  

ה ╛ ⁸ ⁸ ⁸⇔⅛↑ ⌂≥ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ⌐כ♫כ◖ ╩ ⇔╕∆⁹  

ה ≢ ⅜ ⇔╛∆™ ╛ ╩ ⇔⁸ ≥╙⅜ ∟ ╡╛∆ↄ⁸ ⇔╛

∆™ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ⁸ ⅜⁸ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔⌂™╟℮⌐ ╩ ≈╟℮⌂

╩ ⇔⁸ ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

 

イ 浦幌町立図書館の機能の充実 

⌐⅔↑╢ ─ ⌐№√∫≡│⁸ ה ─ ⅜

≢∆⁹ ─ │ ─ ╩ ╘╢↓≤⌐≈⌂⅜╡╕

∆⁹╕√⁸ ≥╙⅜ ╘╢ ╩ ╛∆ↄ∆╢√╘─ ╙ ≢∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ┘ ≤─ ⌐╟╢ ─ ⌐

╘╕∆⁹ 

─♩☻ꜞ◒♇Ⱪה ╛ ┘─ ⁸ ═ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╘╕

∆⁹ 

ה ─ ☻ⱦכ◘╛ ─ ⅛╠ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

 

ウ 読書活動が困難な子どもの読書環境の整備・充実 

【具体的な取組】 

ה ⅜ ⌂ ≥╙╛∕─ ⅜⁸ ⇔╛∆™ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  
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（２）学校における読書環境の整備・充実 

≥╙√∟⅜ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ⇔╗ ╛⁸ ⁸ ─

≤⇔≡ │ ⌂ ╩ √⇔≡™╕∆⁹ ─ ⌐≈™≡

│⁸ ≥╙─ ⌐№∫√ ╛ ⌐ ≢⅝╢ ╩∕╤ⅎ╢↓≤⅜ ≢

∆⁹ 

─ ─ ≈⌐ ⅜ ╘√₈ β ₉⅜№╡╕∆⅜⁸

∕─ ⌐╟╢≤ ─ ≡─ ⅜ ╩ ⇔≡™╢↓≤

⅛╠⁸ ╙ ⌂ ⅜ ╘╠╣╕∆⁹  

─ │⁸ ─ ╛ ה ⌂≥⌐╟∫≡

╦╣≡™╕∆⁹ ─ ≢│ ꜟ♃☺♦╩♃כ♦ ⇔√ ◦☻♥ⱶ

╩ ⇔ ╩ ╩ꜟכ♠ꜟ♃☺♦⁸╠⅛≥↓╢™≡∫ ™√ ה

⌂ ⅜ ↕╣╢≤↓╤≢∆⁹╕√⁸ ─ ┘ ╩ ╢

√╘⁸ ╩ ∫√ β ⅜ ─ ╘⌐ ∂≡ ≢⅝╢ ╩

⇔⁸ ─ ה ╩ ∆╢↓≤⅜ ╘╠╣╕∆⁹  

 

ア 学校図書館の図書資料・設備等の整備・充実 

│⁸ ─ ╛ ┼─ ─ ≢№╢₈

☿fi♃₉כ≤⇔≡─ ≤⁸ ─ ╩ ⇔√╡⁸ ─ ╩

⅛⌐⇔≡∕─ ╩ ╘√╡∆╢₈ ☿fi♃₉כ≤⇔≡─ ╩ ⇔≡™╢↓

≤⅛╠⁸↓─╟℮⌂ ╩ ≢⅝╢╟℮ ⌂ ╩ ⅎ⁸ ≥╙⅜ ⇔╛

∆™ ⅜ ≢∆⁹  

【具体的な取組】 

ה ─ ╩ ⌐ ─ ╩ ╡⁸ ⌂ ⌐ ╘╕

∆⁹ 

ה ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ─ ⁸ ─ ≤ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ≤─ ⁸ ─ ⌐╟╡⁸ ≢ ⇔≡™╢

╩ ™ ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

ה ─ ⁸ ⌂≥ ⌐ ╘╕∆⁹  

 

イ 学校図書館の壁面環境等の整備・充実 

【具体的な取組】 

─♩☻ꜞ◒♇Ⱪה ⁸ ⱳ☻♃⁸כ ◘▬fi ─ ⌐╟╢ ⌐

╘╕∆⁹ 

ה ≤ ⇔≡⁸ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  
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（３）子どもの読書活動の推進に関する体制の整備 

ア 図書館間の協力推進 

【具体的な取組】 

ה ┘ ≤─ ─ ╩ ╡⁸

⌐⅔↑╢ ⌐≈™≡ ↑╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ╘╕

∆ 

 

イ 学校図書担当者との連携協力 

【具体的な取組】 

ה ⌐ ⇔≡⁸ ≥╙─ ⌐ ╦╢ ╛ ─ ⌐ ╘

╕∆⁹ 

 

ウ 民間団体・関係機関との連携協力 

  【具体的な取組】 

─ꜟ◒כ◘▪▫♥Ⱳꜝfiה ┼─ ≤∕─Ⱳꜝfi♥▫▪◘כ◒ꜟ┼─

⌐ ∆╢ ⌐╟╡⁸ ─ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  
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３ 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

 

（１）地域ぐるみの読書に関する理解促進 

ア 「子ども読書の日」「こどもの読書週間」の普及・啓発 

【具体的な取組】 

₈ה ≥╙ ─ β10₉₈↓≥╙─ β11₉⌐№╦∑≡⁸ ≥╙─ ⌐

∆╢ ה ⌐ ╘╕∆⁹  

 

イ 「図書館まつり」等の普及・啓発 

【具体的な取組】 

₈ה ╕≈╡₉₈√⌂┌√╕≈╡₉⌐№╦∑≡⁸ ≥╙─ ⌐ ∆╢

ה ⌐ ╘╕∆⁹  

 

ウ 優良な図書資料の普及 

【具体的な取組】 

ה ⌐╟╢ ╛ ─ ╩ ╘╕∆⁹  

ה ◖fi◒כꜟ⌂≥⌐ ╦∑√ ⌂ ─ ⌐ ╘╕∆⁹  

 

エ 各種情報の収集・提供 

【具体的な取組】 

ה ─ⱱכⱶⱭכ☺╛ ⁸ ⌐ ≥╙─ ⌐ ∆╢ ╩

⇔╕∆⁹ 

ה ╛ ┼ ─ ╩ ™╕∆⁹  

⌂╕↨╕↕ה ≥╙─ ⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ╘╕∆⁹ 
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用語解説 

β1  

    ╩ ╗↓≤⁸ ╩ ╢↓≤⁸ ╖ ⅛∑╩⇔≡╙╠℮↓≤⁸ ≢≢⅝√ ⌐ ╣╢↓

≤⁸ ─╟℮⌐ ≢ ╩ ⇔╗↓≤⁸ ╛ ⌂≥ ─ ╖ ╩

╗↓≤⁸▬fi♃כⱠ♇♩⌂≥╩ ™≡ ═ ╩∆╢↓≤⌂≥ ⌐ ⇔╗ ₁⌂ ╩™

™╕∆⁹  

β2 ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢  

  ≡─ ≥╙⅜№╠╝╢ ≤№╠╝╢ ⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ℮↓≤⅜≢

⅝╢╟℮⁸ ≥╙─ ─ ╩ ╘╢ ⁹  

β3 (℮∟≥ↄ)  

≢─ ╩ ⇔≡⁸ ─◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩ ╢ ╩™™╕∆⁹  

β4 Ⱪ♇◒☻♃כ♩  

      ☿fi♃כ≢ ╦╣╢ ─ ⌐⁸ ∟╚╪≤ ╩ ↄ↓≤─

↕╛ ⇔↕╩ ⌐ ⅎ⌂⅜╠⁸ ╛ ╖ ⅛∑⌂≥─▪♪Ᵽ▬☻⅜ ∫√Ⱪ♇◒☻♃

╩◒♇Ɽה♩כ ≢ ∆ ╩™™╕∆⁹  

β5 Ⱪ♇◒ꜞ☻♩  

  ≥╙√∟⌐ ╕∑√™ ╩ ∆╢⌂≥⁸№╢ ╩ ∫≡ ╠╣√₈ ─ꜞ☻♩₉

─↓≤╩™™╕∆⁹  

β6 Ⱪ♇◒♩כ◒  

  ╩ ⇔√╡⁸ ┼─ ╩ ╘√╡∆╢√╘⁸ ⌐ⱴכ♥─ ∫√

─ ⌐≈™≡⁸№╠∆∂╩ ⇔√╡⁸ ╩ ⇔√╡⁸ ╩ ∑√╡∆╢⌂≥⇔

≡ ∆╢ ╩™™╕∆⁹  

β7 ─▪♬ⱴ◦○fi  

≥╙√∟⌐ ─ ⇔↕╩ ⅎ⁸ ≥╙⅜ ╕╣⌂⅜╠⌐ ∫≡™╢ ╗ ╩ ⅝ ∕

℮≤ ה ⇔√ ─↓≤╩™™╕∆⁹  

β8  

    ─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ╩ ╢ ─ ≤⇔≡ ⌂

≥⌐ ∂≡ ⇔√ ─ ╩™™╕∆⁹  

β9  

  ─ ─ ┘ ╩ ╡⁸ │ ┘ ⌐╟╢ ─

─ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ╠ ─ ⌐ ∆╢ ─↓≤╩™™╕∆⁹  

β10 ≥╙ ─  

    23 ⁹ ─ ⌐ ↄ ≥╙─ ⌐≈™≡─ ≤ ⁸ ≥╙⅜ ⌐

╩ ℮ ╩ ╘╢√╘⁸₈ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ₉≢ ╘╠╣≡

™╕∆⁹  

β11 ↓≥╙─  

   23 12 ⁹₈ ─ ╟╡ ⌐ ⇔╖⁸ ─ ┘╩ ⌐ ↑≡╒⇔™₉

≤™℮ ─╙≤⁸ 34 ⌐ ( ) ⌐╟∫≡ ↕╣╕⇔

√⁹
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別表           計 画 事  業 一 覧 

 

≥
╙
─

─

─

 

( ) ה

⌐⅔↑

╢ ≥╙─

─

 

 

▪  ⌐ ∆

╢ ─

 

─ ⌐╟╢ ╛ ─ ─  

Ⱪ♇◒☻♃כ♩ ─  

Ⱪ♇◒☻♃כ♩ ≢─⅔∆∆╘─ ─ ╛

Ⱪ♇◒ꜞ☻♩─ ─  

≥╙─ ⌐ ∆╢ ↑ ─  

⅛⌂ ╩ ≢⅝╢⁸ √⌂┌√╕≈╡⁸

╕≈╡ ─  

▬  ≢─

─  
⌐ ≢⅝╢╟℮ ⌂ ─  

─ ⌐≈⌂⅜╢ ─  

⌐ ∂√ ─ ה  

Ⱪ♇◒♩כ◒ ≢─ ╖ ⌐≤≥╕╠⌂™ ⌂

─  

⇔╛∆™ ─  

┼─ ה ─ ─  

≤─ ╛ ⌐╟╢ ╛⅛⌂

☻ⱦכ◘ ─  

≤─ ⌐╟╢ ─ ה ─√╘─

─ ה ─  

≥╙─ ⌐ ∆╢ ה ─ ⌐╟╢

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ─  

⁸ ┼─Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪

─ꜟ◒כ◘ ─  

►  ⌐

⅔↑╢ ≥╙─

─  

─  

≡ ☿fi♃כ╛ ≥╙ ☿fi♃כ≤─

⌐╟╢ ─כ♫כ◖ ─√╘─ ─  

⌐╟╢ ┼─ ⌂ ─  

⌐ ⌐╟╢ ⌂ ≤ ⇔√

─  

◄  ─

≥╙─

⌐ ∆╢  

─ ─  

─ ─  

─ ─  

╛ⱱכⱶⱭכ☺ ≢─Ⱳꜝfi♥▫▪ ─

⌐╟╢  

─▪♬ⱴ◦○fi╛⅔ ה⇔ ╖ ⅛∑⌂≥─

⌐ ∆╢ ─  

○  ⅜

⌂ ≥╙─

─  

⅜™⌐ ∂√ ─ ─  

⅜™⌐ ∂√ ─ ─  

╩ ∆╢ ┼─ ─  

Ⱳꜝfi♥▫▪─ ─  

( )

⌐⅔↑╢

≥╙─

─  

▪  ─

≤

─  

≥╙⅜ ⌐ ⇔╗⅝∫⅛↑≠ↄ╡≤⌂╢₈ ₉⌂

≥─ ─  

╩ ∂√ ─ ≤

─ ה ─  

◖fi◒כꜟ⌂≥┼─  

≤─ ⌐╟╢ ─  
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ה ▬ ≤

─ ⌐╟╢

─  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐╟╢ ╖ ⅛∑⌂≥─ ─  

►  ↓≥╙

ה ⌐⅔↑

╢ ≥╙─

─  

≤ ⇔√ ⌐ ─№╢ ≠

ↄ╡─  

┘─ ⌐ ╩ ╡ ╣√ ─  

╛ ╩ ⇔√ ─

─  

◄  ⌐

╟╢ ≥╙─

─  

↓≥╙ ה ה ┼─ ⌂ ─

 

┼─ ⌂ ─  

 

≥
╙
─

─

ה

 

( ) ה

⌐⅔↑

╢ ≥╙─

─

ה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

─ ה

─ ה

 

⅔ ⇔ ─ ─  

↑ ─ ─  

─ ⌐╟╢ ─כ♫כ◖ ─  

╛ ─ ⌐╟╡ ≥╙⅜ ⇔╛∆™

 

⁸ ↑ ─  

▬  

─ ─

 

⁸ ≤─ ⌐

╟╢ ─  

Ⱪ♇◒ꜞ☻♩─ ╛ ⌐ ∆╢ ┘ ═

─  

─ ─  

►  ⅜

⌂ ≥╙─

─ ה

 

⅜ ⌂ ≥╙ ┘∕─ ⅜ ⇔╛∆

™ ─  

( ) ⌐

⅔↑╢

─

ה  

▪  

─ ה

─  

─ ─  

 

─ ─  

 

⁸ ─  

 

⌐╟╢ ─ ─  

 

─ ─  

 

▬  

─ ─

 

⌐╟╢ ─ ─  

≤ ⇔√ ─ ─

 

( ) ≥╙

─

─ ⌐

∆╢ ─

 

▪  ─

 
≤─ ⌐╟╢ ─  

▬  

≤─

 

┼─  

 

ה ►

≤─

 

Ⱳꜝfi♥▫▪◘כ◒ꜟ≤─ ⌐╟╢ ─
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≥
╙
─

⌐

∆
╢

≤

─

 

( ) ←

╢╖─

⌐ ∆╢

 

 

 

 

▪  ≥╙

─ ₉₈↓≥╙─

₉─

ה  

₈ ≥╙ ─ ₉₈↓≥╙─ ₉⌐⅔↑╢

─ ה  

▬ ₈ ╕≈

╡₉ ─ ה

 

₈ ╕≈╡₉₈ √⌂┌√╕≈╡₉⌐⅔↑╢

─ ה  

►  ⌂

─  

⌐╟╢ ה ─  

◖fi◒כꜟ⌂≥⌐ ╦∑√ ⌂

─  

◄  ─

ה  

ⱱכⱶⱭכ☺╛ ⁸ ⌐╟╢  

┼─ ─  

≥╙─ ⌐ ∆╢ ה  
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参考資料 

 

 第３期浦幌町子どもの読書活動推進計画策定に係るアンケート 

調査結果について 

 

 ─ ≥╙√∟─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⅛╠ ─ ⁸ ─

─ ┘ ╩ ⌐₈ ▪fi◔₉♩כ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

 

▪fi◔כ♩─  

≡ ☿fi♃כ           

└╕╦╡               

↓≥╙                 

        

      

          

          

                

                 

 

ủ ( ≡ ☿fi♃כ╩ ↄ)       

 ủ                  

 ℮∟                

 ℮∟                

ủ                    

 

▪fi◔כ♩ ⌐≈™≡ 

   

   ─≤⅔╡ 
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子育て支援センター・認定こども園・上浦幌ひまわり保育園【回答：保護者80人】

【Ｑ1】お子さんは、１カ月の間に本を何冊読みますか。(読み聞かせをしますか)

○紙の本

０冊 7.5% 6

１～２冊 23.8% 19

３～５冊 28.8% 23

６～９冊 6.3% 5

10冊以上 33.8% 27

無回答 0.0% 0

○電子書籍

０冊 50.0% 40

１～２冊 0.0% 0

３～５冊 0.0% 0

６～９冊 0.0% 0

10冊以上 0.0% 0

無回答 50.0% 40

【Ｑ２】お子さんは、本を読む（読み聞かせをしてもらう）のが好きですか。

好き 65.0% 52

どちらかといえば好き 28.8% 23

どちらかといえば嫌い 6.3% 5

嫌い 0.0% 0

無回答 0.0% 0

68.0% 51

33.3% 25

6.7% 5

22.7% 17

17.3% 13

1.3% 1

0.0% 0

56.0% 42

22.7% 17

4.0% 3

【Ｑ３】Ｑ２で本を読む(読み聞かせをしてもらう)のが「好き」「どちらかとい
えば好き」と答えた人に質問です。　どうしてお子さんは本を読む（読み聞かせ
をしてもらう）のが好きになったのですか。 (複数回答（３つまで））

子育て支援センターや認定こども
園、保育園の先生が本を読むよう
に勧めてくれるから

小学校就学前のほとんどの子どもが、１カ月の間に

１冊以上本を読んでいる（読み聞かせしている）状

況であり、10冊以上本を読んでいる（読み聞かせし

ている）回答が33.8％であった。

また、0冊と答えた子どもは7.5％であった。

最も多かった回答が、「家族で一緒に本を読んだ

り、読み聞かせをしていたから」の68.0％であり、

以下「家のなかに子どもが読む本があるから」の

56.0％、「家族で図書館や本屋につれていったか

ら」33.3％と続いている。

友だちが本をすすめてくれたり、
貸したりしてくれるから
家のなかに子どもが読む本がある
から

小学校就学前の子どもの50％が１カ月に0冊と回答

しており、また、無回答が50％であったことから、

電子書籍の利用がないと推測される。

小学校就学前のほとんどの子どもが、本を読む（読

み聞かせをしてもらう）のが「好き」「どちらかと

いえば好き」という回答であった。

家族で一緒に本を読んだり、読み
聞かせをしていたから
家族で図書館や本屋につれていっ
たから

おもしろい本に子どもが出会った
から

その他

子育て支援センターや認定こども
園、保育園で、みんなで本を読む
ようになってから
子育て支援センターや認定こども
園、保育園のなかで、手に取りや
すいところに本があるから
図書館などの絵本の読み聞かせに
参加してから
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■その他の回答

80.0% 4

80.0% 4

0.0% 0

0.0% 0

図書館 本屋

行かない 31.3% 25 行かない 8.8% 7

年に１回 3.8% 3 年に１回 6.3% 5

半年に１回 21.3% 17 半年に１回 40.0% 32

月に１回 20.0% 16 月に１回 30.0% 24

２週間に１回 20.0% 16 ２週間に１回 2.5% 2

週に１回 3.8% 3 週に１回 1.3% 1

週に２，３回 0.0% 0 週に２，３回 0.0% 0

ほとんど毎日 0.0% 0 ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 0.0% 0 無回答 11.3% 9

子育て支援センター (子育て支援センターのみの設問 )

行かない 50.0% 4

年に１回 0.0% 0

半年に１回 0.0% 0

月に１回 0.0% 0

２週間に１回 12.5% 1

週に１回 25.0% 2

週に２，３回 0.0% 0

ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 12.5% 1

26.3% 21

図書館などで借りる 48.8% 39

友だち、知友人から借りる 1.3% 1

買う 58.8% 47

家にある本 86.3% 69

その他 2.5% 2

無回答 0.0% 0

最も多かった回答が、「家にある本」の86.3％であ

り、以下「買う」の58.8％、「図書館などで借り

る」の48.8％であった。

【Ｑ４】Ｑ２で本を読む (読み聞かせをしてもらう)のが「どちらかというと嫌
い」「嫌い」と答えた人に質問です。 どうしてお子さんは本を読む（読み聞か
せをしてもらう）のが嫌いなのか考えられる理由はなんですか。（複数回答）

【Ｑ６】お子さんは、本を読む（読み聞かせしてもらう）とき、どのようにして
本を用意していますか。(複数回答)

ה √∟⅜ ╪≢ↄ╣╢⅛╠
ה ─ ⌐─╢⁸ ─ ⌐ ╕╢ ⁸☻◐fi◦♇ⱪ─╟℮⌐ ∂≡™╢≤ ™╕∆⁹
ה ⌐ ⅝⌂ ⌐ ⅜ ╘╢ ⌐№╢⅛╠

「どちらかといえば嫌い」と回答したほとんどは、

「他の遊びの方が楽しそうだから」「本には興味を

しめさないから」との回答だった。

子育て支援センターや認定こども
園、保育園の本を借りる

他の遊びの方が楽しそうだから

本には興味をしめさないから

本に触れることができる環境がな
いから

その他

【Ｑ５】お子さんを連れて普段どのくらい図書館などや本屋に行きますか。

図 書館 に「 月に １回 」以 上と 回答 した 保護 者は

43.8％であり、「行かない」は31.3％であった。

本屋に「月に１回」以上と回答した保護者は33.8%

であり。「行かない」は8.8％であった。

子育て支援センターの回答者は８人であったが、

37.5％が「２週間に１回以上」と回答し、「行かな

い」は50.0％であった。
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■その他の回答

①大切だと思う 88.8% 71

11.3% 9

0.0% 0

④大切だと思わない 0.0% 0

無回答 0.0% 0

言葉に詳しくなるから 78.8% 63

心が豊かに育つから 62.5% 50

幅広い知識が身につくから 66.3% 53

本を読む習慣が身につくから 40.0% 32

その他 8.8% 7

無回答 0.0% 0

■その他の回答

　※　該当回答者なし

よくあった 36.3% 29

ときどきあった 36.3% 29

あまりなかった 18.8% 15

なかった 7.5% 6

無回答 1.3% 1

最も多かった回答が、「言葉に詳しくなるから」の

78.8％であり、以下「幅広い知識が身につくから」

の66.3%、「心が豊かに育つから」の62.5％であっ

た。

保護者の36.3％が「よくあった」と回答した。「と

きどきあった」を含めると72.5％の保護者が幼少の

ときに絵本や本を読んでもらったと回答している。

【Ｑ７】お子さんが本を読む（読み聞かせも含む）ことは大切だと思いますか。

【Ｑ８】Ｑ７で①、②と答えた方にお聞きします。お子さんが本を読む（読み聞
かせも含む）ことは「大切」「どちらかといえば大切」と考えられる理由はなん
ですか。（複数回答）

【Ｑ９】Ｑ７で③、④と答えた方にお聞きします。お子さんが本を読む（読み聞
かせも含む）ことは「どちらかといえば大切だと思わない」「大切だとは思わな
い」と考えられる理由はなんですか。（複数回答）

【Ｑ10】あなた自身が、幼少のときにご家族や大人から絵本や本をよんでもらっ
たことがありましたか。

ה ⌂≥⌐ ה⁷╠⅛≈ ⅜≈ↄ⅛╠⁷ה ≢╙ ╩ ≈⅛╠
ה ה⁷╠⅛╢⅜ ⅜ ה⁷╠⅛╢™≢╪⇔ ≤ ─ ⌐⌂╢⅛╠

②どちらかといえば大切だと思う

③どちらかといえば大切だと思わ
ない

ה ⅜ ╡≡ↄ╢
ה ⌐ ∫≡╙╠℮

全ての保護者が「大切だと思う」「どちらかといえ

ば大切だと思う」という回答であった。



 

21 

 

【Ｑ11】お子さんのために、図書館にして欲しいことはありませんか。  

  

⅔ה ⇔ ≢╙ ─ ≢╙⁸ ╩∆╢ ⅜№╣┌⁸ ≥╙√∟╩ ╣≡

∑≡№→√™≤ ™╕∆⁹ 

ה ⁸│כ♫כ◖ ─ ⅜ ≈╟℮⌐ ™≡№╢─│ ↄ⌂™─≢∆⅜⁸

╛ ─ ≢⁸™╤™╤⌂ ⌐☻ⱳ♇♩ꜝ▬♩╩ ≡≡╖≡│≥℮≢

⇔╞℮⅛⁹ ╙ ╙ ⌂ ⌐ ⅎ√╠™™⌂≤ ™╕∆⁹ 

╙≢≈™ה ∟╚╪♃▬ⱶ─ │ ⌐ ⇔⅛∫√⁹∕─╟℮⌂ ╡ ╖│≤≡

╙№╡⅜√™⁹ 

☼כꜞ◦ה │ ◌ ⌐╕≤╘≡╙╠ⅎ╢≤ ⇔™⁹ ≥╙ ─ ╩ ∫≡

╒⇔™⁹ 

ה ⅜ ⌐⌂∫≡™≡ ⇔⌐ↄ⅛∫√╡∆╢⁹♃▬♩ꜟ ∞≤ ⅛╡╛∆

™⁹ 

ה ↔≤⌐⅔ ╘─ ≥╢№⅜כ♫כ◖ ⌐ ╡╛∆™⁹ 

╙≤↓ה ꜟⱩכ♥ה☻▬ ╡ ⁸ ⌐ ⅜≢⅝╢☻Ɑכ☻⅜≤∫≡╙

⌐ ∫≡™╢⁹ 

ה ╖ ⅛∑─ ╩ ╛∆⅛⁸ ⌐⇔≡╒⇔™⁹ ─  

ה ╩ ⇔≡ ╗ ╩⇔≡™™─⅛╦⅛╡⌐ↄ™─≢ ⅎ≡╒⇔™⁹ 

ה ↕⌂ ≥╙≤ ↄ─≢⁸ ╩ ⇔≡╙™™─≢№╣┌ ⅝╛∆™⁹ 

╡ↄ∫∂₈ה ╪≢™╢ ⅜⌂™↑≥ ╡≡™⅝√™₉≤™℮ ╙№╢─≢⁸

ⱴכ♥╛ ≢ ╡╠╣╢╟℮ ←╠™─☿♇♩⅜№╢≤№╡⅜√™⁹ 

ה ─ ⅛╠≢╙ ה ⅜ ≢╦⅛╣┌ ™≤ ℮ 

ה ≥╙⅜√ↄ↕╪ ╩ ╡≡ ╗√╘⁸ ─ ⅜ ⌂ ⅜№╢─≢⁸

╩ ∆ ⌐⁸∕─ ≢ ↄ ™╩⇔≡ ⇔™⁹ ☻Ɑכ☻⅜№╢

≤⁸ ≥╙ ╙ ⅛╠ ↄ ∟⌐⌂∫≡™ↄ─⅛⌂≤ ℮⁹ 

⅔ה ⇔ ╛ ─▬ⱬfi♩ ╩↓╣⅛╠╙ ↑≡╒⇔™⁹ 

ה ╕≢ ⅜№╡⁸⌂⅛⌂⅛ ∆╢ ⅜⌂™⁹ ⌐ ⅔ ╘─

⌂≥╩ ™≡⁸∕╣╩ ╡╢↓≤│≢⅝⌂™⅛ ⇔≡╒⇔™⁹ 
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小学生・中学生【回答：１～３年生 73人、４～６年生 95人、中学生79人】

【Ｑ１】１カ月の間に本を何冊くらい読みますか。

○紙の本

小学生（全体）

０冊 7.1% 12

１～２冊 27.4% 46

３～５冊 25.0% 42

６～９冊 13.7% 23

10冊以上 25.0% 42

無回答 1.8% 3

小学１～３年生

０冊 1.4% 1

１～２冊 15.1% 11

３～５冊 21.9% 16

６～９冊 19.2% 14

10冊以上 38.4% 28

無回答 4.1% 3

小学４～６年生

０冊 11.6% 11

１～２冊 36.8% 35

３～５冊 27.4% 26

６～９冊 9.5% 9

10冊以上 14.7% 14

無回答 0.0% 0

中学生

０冊 19.0% 15

１～２冊 60.8% 48

３～５冊 8.9% 7

６～９冊 3.8% 3

10冊以上 7.6% 6

無回答 0.0% 0

小学生全体では１カ月に1～2冊、3～5冊読むと回答

した児童が半数を超える52.4％であり、10冊以上と

回答した児童は25％という回答であった。

また、0冊と答えた児童は7.1％であり、学年が高く

なるほど１カ月に読む本の冊数が減少している。

小学４年生～６年生では、１カ月に1～２冊、３～

５冊読むと回答した児童が半数を超える64.2％であ

り、10冊以上と回答した児童は14.7％であった。

また、0冊と答えた児童は11.6％であり１年生～３

年生と比較すると増えている。

小学１年生～３年生では、１カ月に6～9冊、10冊以

上読むと回答した児童が半数を超える57.5％であ

り、10冊以上と回答した児童の割合が38.4％と最も

高かった。

中学生では、１カ月に1～２冊読むと回答した生徒

が半数を超える60.8％であり回答数が最も多かっ

た。

また、10冊以上と回答した生徒は7.6％であり、0冊

と答えた生徒は19.0％で1～2冊に次ぐ回答数であっ

た。
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○電子書籍

小学生（全体）

０冊 73.8% 124

１～２冊 4.2% 7

３～５冊 5.4% 9

６～９冊 2.4% 4

10冊以上 1.8% 3

無回答 12.5% 21

小学１～３年生

０冊 67.1% 49

１～２冊 4.1% 3

３～５冊 1.4% 1

６～９冊 0.0% 0

10冊以上 0.0% 0

無回答 27.4% 20

小学４～６年生

０冊 78.9% 75

１～２冊 4.2% 4

３～５冊 8.4% 8

６～９冊 4.2% 4

10冊以上 3.2% 3

無回答 1.1% 1

中学生

０冊 59.5% 47

１～２冊 12.7% 10

３～５冊 11.4% 9

６～９冊 1.3% 1

10冊以上 2.5% 2

無回答 12.7% 10

小学生全体で73.8%が0冊と回答している。

一方で１カ月に１冊以上電子書籍で本を読むと回答

した児童は13.7％であった。

小学１年生～３年生では、67.1％が0冊と回答して

いる。1冊以上電子書籍で本を読むと回答した児童

は5.5％であった。

中学生では、59.5%が0冊と回答している。

一方で１冊以上電子書籍で本を読むと回答した生徒

は27.8％おり、小学生よりも電子書籍を読む割合が

増えている。

小学４年生～６年生では、78.9％が0冊と回答して

いる。

一方で1冊以上電子書籍で本を読むと回答した児童

は20.0％であった。



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｑ２】本を読むのが好きですか。

小学生（全体）

好き 47.0% 79

どちらかといえば好き 36.3% 61

どちらかといえば嫌い 12.5% 21

嫌い 3.0% 5

無回答 1.2% 2

小学１～３年生

好き 61.6% 45

どちらかといえば好き 31.5% 23

どちらかといえば嫌い 4.1% 3

嫌い 1.4% 1

無回答 1.4% 1

小学４～６年生

好き 35.8% 34

どちらかといえば好き 40.0% 38

どちらかといえば嫌い 18.9% 18

嫌い 4.2% 4

無回答 1.1% 1

中学生

好き 29.1% 23

どちらかといえば好き 35.4% 28

どちらかといえば嫌い 27.8% 22

嫌い 7.6% 6

無回答 0.0% 0

小学１年生～３年生では、61.6％が「好き」と回答

しており回答数が最も多く、「どちらかといえば好

き」との回答を合計すると93.2％の回答であった。

小学４年生～６年生では、「どちらかといえば好

き」が40.0％と回答数が最も多く、「好き」との回

答を合計すると75.8％の回答であった。

小学生全体では、「好き」「どちらかといえば好

き」との回答を合わせると83.3％であり、「どちら

かといえば嫌い」「嫌い」を合計した15.5％を大き

く上回っている。

中学生では、「どちらかといえば好き」が35.4％と

回答数が最も多く、「好き」との回答を合計すると

64.6％の回答であった。

一方で「どちらかといえば嫌い」「嫌い」の合計は

35.4％の回答であり、小学生に比べ上回っている。
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小学生（全体）

42.9% 60

32.1% 45

6.4% 9

29.3% 41

12.1% 17

45.0% 63

15.0% 21

47.1% 66

12.1% 17

4.3% 6

小学１～３年生

55.9% 38

38.2% 26

2.9% 2

20.6% 14

8.8% 6

36.8% 25

16.2% 11

38.2% 26

1.5% 1

4.4% 3

小学１年生～３年生では、最も多かった回答が、

「小さいころ、家族などに本を読んでもらった」の

55.9％であり、以下「小さいころ、家族などが図書

館や本屋に連れて行ってくれた」「おもしろい本に

出会ったから」の38.2％、「家のなかに本があるか

ら」の36.8％と続いている。

小学生全体では、最も多かった回答が、「おもしろ

い本に出会ったから」の47.1％であり、以下「家の

なかに本があるから」の45.0％、「小さいころ、家

族などに本を読んでもらった」の42.9％、「小さい

ころ、家族などが図書館や本屋に連れて行ってくれ

た」の32.1％と続いている。

おもしろい本に出会ったから

インターネットなどで、読みたい
本をみつけたから

その他

小さいころ、家族などに本を読ん
でもらった

小さいころ、家族などが図書館や
本屋に連れて行ってくれた。

家の人や先生に本を読むようにす
すめられた

学校の「朝の読書の時間」など
で、みんなで本を読むようになっ
てから

友だちが、本をすすめてくれた
り、貸したりしてくれるから

小さいころ、家族などに本を読ん
でもらった

小さいころ、家族などが図書館や
本屋に連れて行ってくれた。

家の人や先生に本を読むようにす
すめられた

学校の「朝の読書の時間」など
で、みんなで本を読むようになっ

その他

友だちが、本をすすめてくれた
り、貸したりしてくれるから

家のなかに本があるから

学校の図書室や学級に本があるか
ら

おもしろい本に出会ったから

インターネットなどで、読みたい
本をみつけたから

【Ｑ３】Ｑ２で「好き」「どちらかいえば好き」と答えた人に質問です。
どうして本を読むのが好きになったのですか。（複数回答（３つまで））

家のなかに本があるから

学校の図書室や学級に本があるか
ら
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小学４～６年生

30.6% 22

26.4% 19

9.7% 7

37.5% 27

15.3% 11

52.8% 38

13.9% 10

55.6% 40

22.2% 16

4.2% 3

中学生

25.5% 13

15.7% 8

9.8% 5

33.3% 17

15.7% 8

33.3% 17

17.6% 9

66.7% 34

25.5% 13

7.8% 4

■その他の回答

小学４年生～６年生では、最も多かった回答が、

「おもしろい本に出会ったから」の55.6％であり、

以下「家のなかに本があるから」の52.8％、「学校

の「朝の読書の時間」などで、みんなで本を読むよ

うになってから」の37.5％と続いている。

中学生では、最も多かった回答が、「おもしろい本

に出会ったから」の66.7％であり、以下「学校の

「朝の読書の時間」などで、みんなで本を読むよう

に なっ てか ら」 「家 のな かに 本が ある から 」の

33.3％と続いている。学校の「朝の読書の時間」など
で、みんなで本を読むようになっ
友だちが、本をすすめてくれた
り、貸したりしてくれるから

家のなかに本があるから

学校の図書室や学級に本があるか
ら

おもしろい本に出会ったから

インターネットなどで、読みたい
本をみつけたから

その他

ה ⅜ ה⁷╠⅛√™≢╪ ↕⌂ ⅛╠ ⅜ ⅝∞∫√⅛╠

ה ≢™╤™╤ ה⁷╠⅛™√═ ─ ה⁷╠⅛√∫№⅜ ╩ ╗─⅜ ⅝∞⅛╠
≤↑™⌂╪⅛╦ה ⅝

ה ╩ ╗≤╦ↄ╦ↄ∆╢⅛╠⁷ה ₁⌂ ─ ⅎ╛ ™╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢⅛╠
ה ⅜ ⅝≢ ╘≡ↄ╣╢⅛╠

小さいころ、家族などが図書館や
本屋に連れて行ってくれた。
家の人や先生に本を読むようにす
すめられた

小さいころ、家族などに本を読ん
でもらった

家のなかに本があるから

学校の図書室や学級に本があるか
ら

おもしろい本に出会ったから

インターネットなどで、読みたい
本をみつけたから

その他

小さいころ、家族などに本を読ん
でもらった

小さいころ、家族などが図書館や
本屋に連れて行ってくれた。

家の人や先生に本を読むようにす
すめられた

学校の「朝の読書の時間」など
で、みんなで本を読むようになっ

友だちが、本をすすめてくれた
り、貸したりしてくれるから



 

27 

 

 

小学生（全体）

11.5% 3

61.5% 16

読みたいと思う本がない 57.7% 15

26.9% 7

文字を読むのが、苦手だから 30.8% 8

26.9% 7

46.2% 12

その他 19.2% 5

小学１～３年生

0.0% 0

50.0% 2

読みたいと思う本がない 50.0% 2

50.0% 2

文字を読むのが、苦手だから 25.0% 1

0.0% 0

50.0% 2

その他 0.0% 0

小学４～６年生

13.6% 3

63.6% 14

読みたいと思う本がない 59.1% 13

22.7% 5

文字を読むのが、苦手だから 31.8% 7

31.8% 7

45.5% 10

その他 22.7% 5

他にやること、やりたいことがあ
る

読みたいと思っても、どの本を読
んだらいいか、わからない

小学生全体では、最も多かった回答が、「他にやる

こと、やりたいことがある」の61.5％であり、以下

「読みたいと思う本がない」の57.7％、「テレビや

ゲ ーム 、パ ソコ ンを して いる 方が いい から 」の

46.2％と続いている。

小学１年生～３年生で本を読むことが「どちらかい

えば嫌い」「嫌い」とした児童は４人おり、その回

答が「他にやること、やりたいことがある」「読み

たいと思う本がない」「読みたいと思っても、どの

本を読んだらいいか、わからない」「テレビやゲー

ム、パソコンをしている方がいいから」などとして

いる。

小学４年生～６年生で本を読むことが「どちらかい

えば嫌い」「嫌い」とした児童は22人おり、最も多

い回答が「他にやること、やりたいことがある」が

63.6％であり、以下「読みたいと思う本がない」が

59.1％、「テレビやゲーム、パソコンをしている方

がいいから」が45.5％と続いている。

本を読むのがめんどう、つまらな
い

テレビやゲーム、パソコンをして
いる方がいいから

本を読むのがめんどう、つまらな
い

テレビやゲーム、パソコンをして
いる方がいいから

勉強、部活動、塾、習いごとで時
間がない

【Ｑ４】Ｑ２で「どちらかいえば嫌い」「嫌い」と答えた人に質問です。
どうして本を読むのが嫌いなのですか。（複数回答（３つまで））

勉強、部活動、塾、習いごとで時
間がない

他にやること、やりたいことがあ
る

読みたいと思っても、どの本を読
んだらいいか、わからない

本を読むのがめんどう、つまらな
い

テレビやゲーム、パソコンをして
いる方がいいから

勉強、部活動、塾、習いごとで時
間がない

他にやること、やりたいことがあ
る

読みたいと思っても、どの本を読
んだらいいか、わからない
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中学生

21.4% 6

50.0% 14

読みたいと思う本がない 57.1% 16

21.4% 6

文字を読むのが、苦手だから 39.3% 11

42.9% 12

35.7% 10

その他 0.0% 0

■その他の回答

中学生で本を読むことが「どちらかいえば嫌い」

「嫌い」とした児童は28人おり、最も多い回答が

「読みたいと思う本がない」が57.1％、以下「他に

やること、やりたいことがある」が50.0％、「本を

読むのがめんどう、つまらない」が42.9％と続いて

いる。

本を読むのがめんどう、つま
らない
テレビやゲーム、パソコンを
している方がいいから

ה ⅜ ™∞⅛╠

勉強、部活動、塾、習いごと
で時間がない
他にやること、やりたいこと
がある

読みたいと思っても、どの本
を読んだらいいか、わからな
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小学生（全体）

学校の図書室 浦幌の図書館

行かない 7.1% 12 行かない 19.6% 33

年に１回 8.3% 14 年に１回 14.3% 24

半年に１回 8.3% 14 半年に１回 16.1% 27

月に１回 22.6% 38 月に１回 17.9% 30

２週間に１回 11.9% 20 ２週間に１回 5.4% 9

週に１回 19.6% 33 週に１回 7.1% 12

週に２，３回 13.1% 22 週に２，３回 7.1% 12

ほとんど毎日 6.0% 10 ほとんど毎日 2.4% 4

無回答 3.0% 5 無回答 10.1% 17

本屋

行かない 28.6% 48

年に１回 14.3% 24

半年に１回 8.3% 14

月に１回 19.6% 33

２週間に１回 6.0% 10

週に１回 4.2% 7

週に２，３回 2.4% 4

ほとんど毎日 0.6% 1

無回答 16.1% 27

小学１年～３年生

学校の図書室 浦幌の図書館

行かない 2.7% 2 行かない 9.6% 7

年に１回 5.5% 4 年に１回 15.1% 11

半年に１回 2.7% 2 半年に１回 9.6% 7

月に１回 13.7% 10 月に１回 11.0% 8

２週間に１回 12.3% 9 ２週間に１回 6.8% 5

週に１回 24.7% 18 週に１回 12.3% 9

週に２，３回 20.5% 15 週に２，３回 13.7% 10

ほとんど毎日 13.7% 10 ほとんど毎日 5.5% 4

無回答 4.1% 3 無回答 16.4% 12

本屋

行かない 24.7% 18

年に１回 12.3% 9

半年に１回 6.8% 5

月に１回 13.7% 10

２週間に１回 2.7% 2

週に１回 4.1% 3

週に２，３回 4.1% 3

ほとんど毎日 1.4% 1

無回答 30.1% 22

【Ｑ５】普段どのくらい図書館などや本屋に行きますか。

小学校全体では、学校の図書室に「月に１回」以上

と回答した児童は73.2％であり、「行かない」は

7.1％であった。

浦幌の図書館は「月に１回」以上と回答した児童は

39.9％であり、「行かない」は19.6％であった。

本屋は「月に１回」以上と回答した児童は32.7%で

あり、「行かない」は28.6％であった。

小学１年生～３年生では、学校の図書室に「月に１

回」以上と回答した児童は84.9％であり、「行かな

い」は2.7％であった。

浦幌の図書館は「月に１回」以上と回答した児童は

49.3％であり、「行かない」は9.6％であった。

本屋は無回答が多かったが、「月に１回」以上と回

答した児童は26.0%であり、「行かない」は24.7％

であった。
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小学４年～６年生

学校の図書室 浦幌の図書館

行かない 10.5% 10 行かない 27.4% 26

年に１回 10.5% 10 年に１回 13.7% 13

半年に１回 12.6% 12 半年に１回 21.1% 20

月に１回 29.5% 28 月に１回 23.2% 22

２週間に１回 11.6% 11 ２週間に１回 4.2% 4

週に１回 15.8% 15 週に１回 3.2% 3

週に２，３回 7.4% 7 週に２，３回 2.1% 2

ほとんど毎日 0.0% 0 ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 2.1% 2 無回答 5.3% 5

本屋

行かない 31.6% 30

年に１回 15.8% 15

半年に１回 9.5% 9

月に１回 24.2% 23

２週間に１回 8.4% 8

週に１回 4.2% 4

週に２，３回 1.1% 1

ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 5.3% 5

中学生

学校の図書室 浦幌の図書館

行かない 26.6% 21 行かない 44.3% 35

年に１回 1.3% 1 年に１回 15.2% 12

半年に１回 1.3% 1 半年に１回 19.0% 15

月に１回 12.7% 10 月に１回 15.2% 12

２週間に１回 3.8% 3 ２週間に１回 2.5% 2

週に１回 8.9% 7 週に１回 1.3% 1

週に２，３回 19.0% 15 週に２，３回 1.3% 1

ほとんど毎日 26.6% 21 ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 0.0% 0 無回答 1.3% 1

本屋

行かない 13.9% 11

年に１回 10.1% 8

半年に１回 24.1% 19

月に１回 39.2% 31

２週間に１回 7.6% 6

週に１回 3.8% 3

週に２，３回 0.0% 0

ほとんど毎日 0.0% 0

無回答 1.3% 1

小学４年生～６年生では、学校の図書室に「月に１

回」以上と回答した児童は64.2％であり、「行かな

い」は10.5％であった。

浦幌の図書館は「月に１回」以上と回答した児童は

32.6％であり、「行かない」は27.4％であった。

本屋は「月に１回」以上と回答した児童は37.9%で

あり、「行かない」は31.6％であった。

中学生では、学校の図書室に「月に１回」以上と回

答した生徒は70.9％であり、「行かない」は26.6％

であった。

浦幌の図書館は「月に１回」以上と回答した生徒は

20.3％であり、「行かない」は44.3％であった。

本屋は「月に１回」以上と回答した児童は50.6%で

あり、「行かない」は13.9％であった。
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小学生（全体）

55.4% 93

図書館で借りる 41.1% 69

友だちに借りる 7.1% 12

家にある本 59.5% 100

買う　買ってもらう 48.2% 81

その他 3.6% 6

小学１年～３年生

52.1% 38

図書館で借りる 41.1% 30

友だちに借りる 1.4% 1

家にある本 57.5% 42

買う　買ってもらう 35.6% 26

その他 6.8% 5

小学４年～６年生

57.9% 55

図書館で借りる 41.1% 39

友だちに借りる 11.6% 11

家にある本 61.1% 58

買う　買ってもらう 57.9% 55

その他 1.1% 1

中学生

32.9% 26

図書館で借りる 19.0% 15

友だちに借りる 11.4% 9

家にある本 58.2% 46

買う　買ってもらう 72.2% 57

その他 1.3% 1

■その他の回答

学校の図書室か、教室にある本を
借りる

学校の図書室か、教室にある本を
借りる

学校の図書室か、教室にある本を
借りる

中学生では、最も多かった回答が、「買う 買って

もらう」の72.2％であり、以下「家にある本」の

58.2％、「学校の図書室か、教室にある本を借り

る」の32.9％と続いている。

小学生と比較すると学校の図書室などや図書館で借

りるよりも、読みたい本は購入する傾向が多いと見

られる。

小学生全体では、最も多かった回答が、「家にある

本」の59.5％であり、以下「学校の図書室か、教室

にある本を借りる」の55.4％、「買う 買ってもら

う」の48.2％、「図書館で借りる」の41.1％と続い

ている。

【Ｑ６】本を読むとき、どのようにして本を用意していますか。（複数回答）

学校の図書室か、教室にある本を
借りる

≢♩ⱪ꜠♀fiה ╠⅛↓≥™ה⁷╡⅜↕⅔ה℮⁷ ℮

ה ℮

小学１年生～３年生では、最も多かった回答が、

「家にある本」の57.5％であり、以下「学校の図書

室か、教室にある本を借りる」の52.1％、「図書館

で 借 り る 」 の 41.1％ 「 買う 買っ ても らう 」の

35.6％と続いている。

小学４年生～６年生では、最も多かった回答が、

「家にある本」の61.1％であり、以下「学校の図書

室か、教室にある本を借りる」「買う 買ってもら

う」の57.9％、「図書館で借りる」の41.1％と続い

ている。
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小学生（全体）

学校のすすめる本 16.7% 28

家の人がすすめる本 19.6% 33

友だちがすすめる本 14.9% 25

図書館で自分で見てえらぶ 44.6% 75

本屋で自分で見てえらぶ 38.7% 65

人気がある本 34.5% 58

11.9% 20

その他 6.0% 10

小学１年～３年生

学校のすすめる本 19.2% 14

家の人がすすめる本 17.8% 13

友だちがすすめる本 13.7% 10

図書館で自分で見てえらぶ 46.6% 34

本屋で自分で見てえらぶ 24.7% 18

人気がある本 26.0% 19

4.1% 3

その他 6.8% 5

小学４年～６年生

学校のすすめる本 14.7% 14

家の人がすすめる本 21.1% 20

友だちがすすめる本 15.8% 15

図書館で自分で見てえらぶ 43.2% 41

本屋で自分で見てえらぶ 49.5% 47

人気がある本 41.1% 39

17.9% 17

その他 5.3% 5

中学生

学校のすすめる本 6.3% 5

家の人がすすめる本 25.3% 20

友だちがすすめる本 16.5% 13

図書館で自分で見てえらぶ 24.1% 19

本屋で自分で見てえらぶ 55.7% 44

人気がある本 40.5% 32

24.1% 19

その他 8.9% 7

【Ｑ７】読む本をどのようにしてえらんでいますか。（複数回答（３つまで））

テレビ、インターネットなど
で紹介された本

テレビ、インターネットなど
で紹介された本

小学生全体では、最も多かった回答が「図書館で自

分で見てえらぶ」44.6％で、以下「本屋で自分で見

てえらぶ」38.7％、「人気のある本」34.5％と続い

ている。

小学１年～３年生では、最も多かった回答が「図書

館で自分で見てえらぶ」46.6％で、以下「人気があ

る本」26.0％、「本屋で自分で見てえらぶ」24.7％

と続いている。

小学４年～６年生では、最も多かった回答が「本屋

で自分で見てえらぶ」49.5％で、以下「図書館で自

分で見てえらぶ」43.2％、「人気がある本」41.1％

と続いている。

中学生では、最も多かった回答が「本屋で自分で見

て え ら ぶ 」 55.7％ で 、 以 下 「 人 気 の あ る 本 」

40.5％、「家の人がすすめる本」25.3％と続いてい

る。

テレビ、インターネットなどで紹
介された本

テレビ、インターネットなどで紹
介された本



 

33 

 

 

 

■その他の回答

小学生（全体）

よくあった 50.6% 85

ときどきあった 29.2% 49

あまりなかった 13.1% 22

なかった 5.4% 9

無回答 1.8% 3

小学１年～３年生

よくあった 61.6% 45

ときどきあった 17.8% 13

あまりなかった 15.1% 11

なかった 5.5% 4

無回答 0.0% 0

小学４年～６年生

よくあった 42.1% 40

ときどきあった 37.9% 36

あまりなかった 11.6% 11

なかった 5.3% 5

無回答 3.2% 3

中学生

よくあった 40.5% 32

ときどきあった 35.4% 28

あまりなかった 19.0% 15

なかった 1.3% 1

無回答 3.8% 3

【Ｑ８】小学生になる前に家族や大人の人に絵本や本を読んでもらったことがあ
りますか。

小学４年生～６年生では、「よくあった」の回答が

42.1％で、「ときどきあった」を含めると80.0％と

なった。

中学生では、「よくあった」の回答が40.5％で、

「ときどきあった」を含めると75.9％であった。小

学生全体ともに７割を超える結果となった。

⌂℮⧵╤⇔╙⅔ה ™™╦⅛ה⁷ ה⁷ ≢ ≢ⅎ╠┬
ה ⌂≥─↓≤⅜ ™≡№╢

ה ≢ ≢ⅎ╠┬

⌂℮⧵╤⇔╙⅔ה ה⁷ ⅜ ⌐ ∫√
ה ─ ⅜№╢♥▬☻♩─ ╩ ═≡ ∫≡╙╠℮

小学生全体では、「よくあった」の回答が50.6％で

過 半数 を占 め、 「と きど きあ った 」を 含め ると

79.8％となった。

小学１年生～３年生では、「よくあった」の回答が

61.6％で、「ときどきあった」を含めると79.5％と

なった。



 

34 

 

 

ה ה ה ─ ⁷ ⱴ◒ⱴ◒─↔√┤ה ─╪∞╪←↓⌡╠─ה

ה ─ ─↓⌡ה ꜝ♦▫ ─ⱷ◘ה

∟∫●╠●╪◖ה ™⌂╚∂ה ╪∞╪∞↔╪╡ה

ה ◔♇Ⱶה ☼כꜞ◦ꜞ꜡♂≈↑™⅛ה

☼כꜞ◦♩♇◔ↄⱳ∙™⅛ה ה ─ ה ─

╠√↑⅛╩ⱷ●Ⱡה ⧵℮ה ╢⅝≢≢╡≥└ה ≥╙◐♇♅fi

℮╤√╣╙╡├∫╞∟↓∫⇔⅔ה ╪╚∟ↄ∏⇔ה ℮╞⇔≢™⌂↑╦™⌂⅛⇔╣⧵ה

ה ─ ה ℮↓∫⅜─ↄ╓ה

─♩♥ⱳה ™⌂→⌠℮╙ה ה ─ ⁷

ה ─ ⁸ ─ ™≡╪√╡⇔⅔ה ←─ⅎ─℮╒╕ה

ה ☻ꜟ►◙⌡╒⌡╒ה כꜞ▼☺≥ⱶ♩ה

ה ▫ⱦכ◌─ ℮≥╪═⅔ה ה

╠⅛╢→№≡↑№⅜╠⅝№ה ה ─ fiꜝ▬fi○ה♩כ▪♪כ♁ה

fi♩כ◦ה ─♩כ◙♦ה

ה ≤ ─⅔╛∆╖╕ⅎ─ ↕⌂⅔ 366

小学４年～６年生

絵本 34.7% 33

小説・物語 58.9% 56

35.8% 34

34.7% 33

48.4% 46

その他 16.8% 16

中学生

絵本 13.9% 11

小説・物語 74.7% 59

27.8% 22

26.6% 21

29.1% 23

その他 6.3% 5

■その他の回答

科学もの（科学・動物・植
物・恐竜・宇宙・人体など）

実用書（趣味・スポーツ・工
作・料理など）

ドキュメント（本当にあった
話や歴史・伝記など）

科学もの（科学・動物・植
物・恐竜・宇宙・人体など）

実用書（趣味・スポーツ・工
作・料理など）

小学４年生～６年生では、最も多かった回答が「小

説・物語」で58.9％、以下「実用書」が48.4％、

「ドキュメント」が35.8％、「絵本」「科学もの」

が34.7％と続いている。

הⱴfi●⁷כ☺♃ⱨ□fiהⱴfi●⁷ה ⌐⌂╢ⱴfi●⁷ה ™ ─

ה הⱴfi●⁷ה⁷▬☿♇◄⁸ כꜝⱱה⁷

【Ｑ９】あなたは、どのような内容の本が好きですか。（複数回答）
（小学４年生～中学生の設問）

ドキュメント（本当にあった
話や歴史・伝記など）

【Ｑ９】あなたの好きな本を教えてください。（小学１年～３年生の設問）

中学生では、最も多かった回答が、「小説・物語」

で74.7％、以下「実用書」が29.1％、「ドキュメン

ト」が27.8％、「科学もの」が26.6％と続いてい

る。
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【Ｑ10】図書館にしてほしいことがありますか。 

 

ủ  

ה ⅜ ⅎ╢ ⌐⇔≡╒⇔™ 

─↓⌡ה ╩╙℮ ⇔ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה √∫№⌐fi☼כ◦─≢╕ ╩ ™≡╒⇔™ 

ה ╩™╤™╤∕╤ⅎ≡╒⇔™ ⱳ◔⸗fi⁸◌כⱦ▫⁸ⱴꜞ○⌂≥  

ה ╛כꜛ◦ ⅜№∫√╠™™ 

10ה ╡√╠⅔ ╩ↄ╣╢  

ה ─ ╩ ™≡╒⇔™ 

─◦Ⱪ♩ⱶ◌ה ╩™∫┐™ ™≡╒⇔™ 

≢╡≈╕⅔ה ∆ↄ™⁸ꜜכꜜכ∆ↄ™╩⇔≡╒⇔™ 

ה ╩⇔≡╒⇔™ 

ה ⅝≡™╢ ⅜™╢  

ה ╡√ ─ ⅔ ╩ↄ╣╢  

ה ╩⇔≡╒⇔™ 

ה ╖ ⅛∑╩⇔≡╒⇔™ 

  

ủ  

ה ╩ ╛⇔≡╒⇔™       

ה ≢▬ⱬfi♩╩⇔≡╒⇔™   

ה ─ ⌐ ╩ ∫≡╒⇔™ ─  

ה ╩ √∞↑≢⅔╙⇔╤∕℮⌂ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ╩⇔≡╒⇔™ 

ה ╖ ⅛∑╩⇔≡╒⇔™ 

─♠כⱳ☻ה ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

╛ⱷ♬▪ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

─ⱶכ◕ה ╩ ™≡╒⇔™ 

ה ⌂ ╩ ™≡╒⇔™ 

●ⱴfiה ─ ╩ ™≡╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

≢≤⌂♩♇Ⱡכ♃fi▬ה ⌂ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ⇔─▬ⱬfi♩╩⇔≡╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ≢ ╩ ╩כ♫כ◖╢ ∫≡╒⇔™  
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ה ─№╢ ╩√ↄ↕╪ ╣≡╒⇔™ 

ה ╩⌂ↄ⇔≡╒⇔™ 

ה ╖⁸ ╖⁸ ╖⌐ ╩╛∫≡╒⇔™ 

╩●ⱴfiה ™≡╒⇔™ 

ה ∞∫√ ╩ ↄ◖כ♫כ╩ ∫≡╒⇔™ 

ה ⇔≡╒⇔™ ─ꜞ◒◄☻♩ 

⅔ה ╘─ ╩ ⅝ↄ ⇔≡╒⇔™    

ה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ⇔™ ╩╙∫≤ ™≡╒⇔™ 

ה ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ♥☻♩⌂≥─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

ה ─ ╩כ♫כ◖ ∫≡╒⇔™ 

כ☺♃ⱨ□fiה ─ ╩ ╛⇔≡╒⇔™ 

─כ◌♇◘ה ╩ ™≡╒⇔™ 

ה ⅜ ⅛╣≡™╢ ⅜ ╖√™ 

 

ủ  

▪♬ꜙ☺ה ╩ ╣≡╒⇔™ 

ה ╛ ⌐ ≢⅝╢ ⅜╒⇔™ 

ה ─ ╩ ╣≡╒⇔™ 

≢♩♇Ⱡה ╪∞╠ ≢⅝╢╟℮⌐⇔≡╒⇔™ 

ה ≢╙ ╘╢ ╩☺ꜗfiꜟ↔≤⌐ ═≡╒⇔™ 

⅔ה ╘─ ╩ ⅎ≡╒⇔™ 

ה ╩ ╗☻Ɑכ☻≢ ₁⌐≈™ ⌂≥─ ╡╩≈↑≡╒⇔™ 

ה ─ ╩╙℮ ⇔ ╣≡╒⇔™ 

ה ⅝⌂ ⅜ ⅎ╢▬ⱬfi♩╩ ⇔≡╒⇔™ 

╩●ⱴfiה ™≡ ⇔™ 

ה ≢ ╡╠╣╢╟℮⌐⇔≡╒⇔™  

╢╕┘∟ה ∟╚╪─ ╩ ╣≡╒⇔™ 

ⱶכ◕ה ⁸ⱴfi●─ ╩ ╣≡╒⇔™ 

ה ╕╣≡™⌂™ ꜝfi◐fi◓ ╩⇔≡╒⇔™ 

ה ⌐ ∆╢ ╩ ™≡╒⇔™ 
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○子どもの読書活動の推進に関する法律 

13 154  

 

 ↓─ │⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ⇔⁸ ╩ ╘⁸ ┘⌐ ┘

─ ╩ ╠⅛⌐∆╢≤≤╙⌐⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ╘╢

↓≤⌐╟╡⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ⇔⁸╙∫≡ ≥

╙─ ╛⅛⌂ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ≥╙ ⅔⅔╗⌡ ─ ╩™℮⁹ ∂⁹ ─ │⁸ ≥╙⅜⁸

╩ ┘⁸ ╩ ⅝⁸ ╩ ╘⁸ ╩ ⅛⌂╙─⌐⇔⁸ ╩╟╡ ↄ ⅝╢ ╩

⌐ ↑≡™ↄ ≢ ↄ↓≤─≢⅝⌂™╙─≢№╢↓≤⌐⅛╪⅜╖⁸∆═≡─ ≥╙⅜№╠╝╢

≤№╠╝╢ ⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ⌐∕─√╘─

─ ⅜ ↕╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 │⁸ ─ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐─∫≤╡⁸ ≥╙─ ─

⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ⇔⁸ ┘ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ⌐─∫≤╡⁸ ≤─ ╩ ╡≈≈⁸∕─ ─ ╩ ╕

ⅎ⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ┘ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

─  

 │⁸∕─ ╩ ℮⌐ √∫≡│⁸ ⌐─∫≤╡⁸ ≥╙─

⅜ ↕╣╢╟℮⁸ ≥╙─ ╛⅛⌂ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 ∕─ ─ │⁸ ≥╙─ ─ ─ ┘ ─ ⌐

⌂ ╩ √∆╙─≤∆╢⁹ 

≤─  

 ┘ │⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⌐ ↕╣╢╟

℮⁸ ⁸ ∕─ ─ ┘ ≤─ ─ ∕─ ⌂ ─ ⌐

╘╢╙─≤∆╢⁹ 

≥╙  

 │⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ╩ ╢√╘⁸

≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ₈ ≥╙ ₉≤™

℮⁹ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ≥╙ ╩ ⇔√≤⅝│⁸ ⌂ↄ⁸↓╣╩ ⌐ ∆╢

≤≤╙⌐⁸ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ≥╙ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 
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≥╙  

 │⁸ ≥╙ ╩ ≤∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔↑

╢ ≥╙─ ─ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐⅔↑╢ ≥╙─ ─

⌐ ∆╢ ⌐≈™≡─ ₈ ≥╙ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆

╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ≥╙ ≥╙ ⅜ ↕╣≡™

╢≤⅝│⁸ ≥╙ ┘ ≥╙ ╩ ≤∆╢

≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔↑╢ ≥╙─ ─ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐⅔↑

╢ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡─ ₈ ≥╙

₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │ │⁸ ≥╙ │ ≥╙

╩ ⇔√≤⅝│⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ≥╙ │ ≥╙ ─

⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

≥╙ ─  

 ─ ⌐ ↄ ≥╙─ ⌐≈™≡─ ≤ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ≥╙⅜

⌐ ╩ ℮ ╩ ╘╢√╘⁸ ≥╙ ─ ╩ ↑╢⁹ 

 ≥╙ ─ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 ┘ │⁸ ≥╙ ─ ─ ⌐┤↕╦⇔™ ╩ ∆╢╟℮ ╘⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 ┘ │⁸ ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢√╘ ⌂

─ ∕─ ─ ╩ ∏╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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○図書館法 

25 118  

 

 Ί  

 Ί  

 Ί  

 

  

↓─ ─  

 ↓─ │⁸ ─ ⌐ ⅝⁸ ─

┘ ⌐ ⇔≡ ⌂ ╩ ╘⁸∕─ ⌂ ╩ ╡⁸╙≈≡ ─ ≤ ─

⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤│⁸ ⁸ ∕─ ⌂ ╩ ⇔⁸ ⇔⁸

⇔≡⁸ ─ ⌐ ⇔⁸∕─ ⁸ fiꜜ◦כ◄ꜞ◒꜠⁸ ⌐ ∆╢↓≤

╩ ≤∆╢ ≢⁸ ⁸ │ ⇔ↄ│

⅜ ∆╢╙─ ⌐ ∆╢ │ ╩ ↄ⁹ ╩™℮⁹ 

 ─ ─℮∟⁸ ─ ∆╢ ╩ ≤™™⁸

│ ⇔ↄ│ ─ ∆╢ ╩ ≤™℮⁹ 

 

 │⁸ ─√╘⁸ ─ ┘ ─ ⌐ ™⁸ ⌐

╩ ⇔⁸ ┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢╟℮⌐ ⇔⁸⅔⅔╗⌡ ⌐ →╢

─ ⌐ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ⁸ ⁸ ♪כ◖꜠⁸ ┘ⱨ▫ꜟⱶ─ ⌐╙ ⇔≡⁸

⁸ ⁸ ─ ∕─ ⌂ ⁸ ∕

─ ─ ⌐╟∫≡│ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ≢ ╠╣√ ╩™℮⁹ ╩ ╗⁹

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ╩ ⌐⇔⁸ ┘∕─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ⅜ ⌐≈™≡ ⌂ ╩ ∟⁸∕─ ─√╘─ ⌐ ∏╢

╟℮⌐∆╢↓≤⁹ 

 ─ ⁸ ⁸ ─ ⌐ ∆╢ ┘ ⌐ ∆

╢ │ ≤ ⌐ ⇔⁸ ⇔⁸ ─ ╩ ℮↓≤⁹ 

 ⁸ ⁸ ╩ ⇔⁸ ┘ ⁸ ─ ╩ ℮↓≤⁹ 

 ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ⇔⁸ ┘↓╣╠─ ╩ ∆

╢↓≤⁹ 

 ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ⇔⁸ ┘ ∆╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ⇔≡ ∫√ ─ ╩ ⇔≡ ℮ ∕─

─ ─ ╩ ⇔⁸ ┘∕─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ⁸ ⁸ ⁸ ≤ ⌐ ⇔⁸ ∆╢↓≤⁹ 

┘  

 ⌐ ⅛╣╢ ╩ ┘ ≤ ∆╢⁹ 
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 │⁸ ─ ⌐ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ↑╢⁹ 

┘ ─  

 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ │⁸ ≤⌂╢ ╩ ∆╢⁹ 

 ╩ ⇔√ ─ ╩ ⇔√ ╩ ╗⁹ ⌐⅔™≡ ∂⁹

≢ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√╙─ 

 │ ╩ ⇔√ ≢ ─ ⌐╟╢ ─ ╩ ⇔√╙─ 

 ⌐ →╢ ⌐№≈√ ⅜ ⇔≡ ⌐⌂╢ ≢ ─ ⌐╟╢ ─

╩ ⇔√╙─ 

▬ ─  

 ꜡ │ ⇔ↄ│ ─ ⌐⅔↑╢ ≢ ─

⌐ ∆╢╙─ 

Ɫ ꜡⌐ →╢╙──╒⅛⁸ ⁸ │ ⌐⅔↑╢ ≢ ⁸

∕─ ─ ─ ≤ ─ ≤⇔≡ ⅜ ∆╢╙─ 

 ─ ─™∏╣⅛⌐ ∆╢ │⁸ ≤⌂╢ ╩ ∆╢⁹ 

 ─ ╩ ∆╢  

 ─ ⌐╟╡ ⌐ ∆

╢↓≤─≢⅝╢ ≢ ─ ⌐╟╢ ─ ╩ ⇔√╙─ 

┘ ─  

 ┘ ─ │⁸ ⅜⁸ ─ ╩ ↑≡ ℮⁹ 

 ┘ ─ ⌐ ⇔⁸ ∆═⅝ ⁸ ∕─ ⌂ │⁸

≢ ╘╢⁹√∞⇔⁸∕─ ∆═⅝ │⁸ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

┘ ─  

 ┘ ─ │⁸ ┘ ⌐ ⇔⁸∕─ ─

─√╘⌐ ⌂ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

┘ ╕⇔™  

─  │⁸ ─ ⌂ ╩ ╢√╘⌐⁸ ─ ┘

╕⇔™ ╩ ╘⁸↓╣╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ⌐ ∆╢  

─  │⁸ ─ ─ ⌐≈™≡ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸∕─ ⌐

≠⅝ ─ ─ ╩ ╢√╘ ⌂ ╩ ∏╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ─  

─  │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ∕─ ─ ─ ╩

╘╢≤≤╙⌐⁸↓╣╠─ ≤─ ┘ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ─ ─

⌐ ∆╢ ╩ ⌐ ∆╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 ─ │⁸ ─ ╩ ∆╢√╘⌐⁸

╩ ╗⁹ ∂⁹ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢

─ ─ ╘╢≤↓╤⌐╟╡∕─ ⅜

─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ┘ ∆╢↓≤≤↕╣√

⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ≢№╢ ⌐№∫≡│⁸∕─
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│ ⌐ ⇔⁸ ─ ⁸ ─ ⁸ ─ ⌐

⇔≡ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

─ ─  

 │⁸ ─ ∆╢ ⌐ ⇔⁸ ∕─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐

∑╠╣╢ ─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ┘ ─ │⁸ ─ ╘⌐ ∂⁸↓╣⌐ ⇔≡⁸∕╣∙╣─

∆╢ ∕─ ─ ╩ ≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

  

 

 ─ ⌐ ∆╢ │⁸ ╩ ∆╢ ─ ≢ ╘

⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

┘  ₡ ₃ ₃ ₢ 

 

 ⌐ ┘⌐ ╩ ∆╢ ─

─ ⅜∕─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ┘ ∆╢↓≤≤↕╣

√ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⌐№∫≡│⁸

─ ⅜ ≤ ╘╢ ⁸ ┘ ╩ ↄ⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ⇔≡⁸ ─ ─ ⌐ ╘⌂↑╣┌⌂

╠⌂™⁹ 

 

 ⌐ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ⇔ ─ ⌐ ∏╢≤≤╙⌐⁸ ─ ℮

⌐≈⅝⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ═╢ ≤∆╢⁹ 

 ─ │⁸ ╩ ∆╢ ─

⌐ ↄ ─ ⌐№∫≡│⁸ ─ ⅜ ∆╢⁹ 

 ─ ⁸∕─ ─ ─ ⁸ ┘ ∕─ ⌐

⇔ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ∆╢ ─ ≢ ╘⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≢ ╘╢ ╩

∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 │⁸ ∕─ ─ ⌐ ∆╢™⅛⌂╢ ╩╙ ⇔≡

│⌂╠⌂™⁹ 

┘  ₡ ₃ ₢ 

─  

 │⁸ ╩ ∆╢ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸ ─

⁸ ⌐ ∆╢ ∕─ ⌂ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ≢ ╘╢⁹ 

┘  ₡ ₢ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ╩⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ⌐

∆╢≤⅝│⁸ ⌐⅔↑╢∕─ ─ ─ ╩╛╘╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⇔√

─ ╩ ↕∑⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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 ⅜↓─ ─ ⌐ ⇔√≤⅝⁹ 

 ⅜ ─ ─ ⌐ ⇔√≤⅝⁹ 

 ⅜ ─ ≢ ─ ╩ ↑√≤⅝⁹ 

  

 ₡ ₃ ₢ 

─ ≤─  

 ─ │⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ ┘ ─√

╘⌐ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ │⁸ ⌐ ⇔⁸∕─ ╘⌐ ∂≡⁸ ─ ┘

⌐ ⇔≡⁸ ⁸ ─ │ ╩ ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

┘ ≤─  

 ┘ │⁸ ─ ⌐ ╩ ⅎ⁸ │ ╩ ∆╢

⌐ ⇔⁸ ╩ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ⇔⁸∕─ ╘⌐ ∂≡⁸ ⌂ ─

⌐≈⅝⁸ ╩ ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 │⁸ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤⅜≢

⅝╢⁹ 

 

 ≤ ─ │⁸ ╙↓╣╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

  

） 
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○学校図書館法 

28 185  

↓─ ─  

 ↓─ │⁸ ⅜⁸ ⌐⅔™≡ ↄ↓≤─≢⅝⌂™ ⌂ ≢№

╢↓≤⌐⅛╪⅜╖⁸∕─ ⌂ ╩ ╡⁸╙≈≡ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤│⁸ ─ ┘

─ ╩ ╗⁹ ⁸ ─ ⁸ ─

┘ ─ ╩ ╗⁹ ┘ ─ ┘

─ ╩ ╗⁹ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ─ ∕─

⌐ ⌂ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔⁸ ⇔⁸ ┘ ⇔⁸

↓╣╩ │ ┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟∫≡⁸ ─ ─ ⌐ ∆

╢≤≤╙⌐⁸ │ ─ ⌂ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡ ↑╠╣╢ ─

╩™℮⁹ 

 

 ⌐│⁸ ╩ ↑⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 │⁸⅔⅔╗⌡ ─ ⌐ →╢╟℮⌂ ⌐╟∫≡⁸ ╩ │

┘ ─ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ╩ ⇔⁸ │ ┘ ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ╩ ⌐⇔⁸ ┘∕─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ℮↓≤⁹ 

 ─ ∕─ ─ ⌐ ⇔⁸ │ ⌐ ⇔ ╩ ℮↓

≤⁹ 

 ─ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ≤ ⌐ ⇔⁸ ┘ ∆╢↓

≤⁹ 

 │⁸∕─ ╩ ∆╢─⌐ ─⌂™ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ↕∑╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 ⌐│⁸ ─ ╩ ╠∑╢√╘⁸ ╩ ⅛⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹ 

 ─ │⁸ │ ─ ┘ ╩≈⅛↕≥╢ ╩

ↄ⁹ ⁸ │ ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩╙≈≡ ≡

╢⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ │⁸ ─ ╩ ⇔√ ≢⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹ 

 ⌐ ∆╢ ─ │⁸ ∕─ ─ ⅜ ─ ╩ ↑≡

℮⁹ 

 ⌐ ∆╢╙─╩ ↄ╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ∆═⅝ ┘ ∕─

⌂ │⁸ ≢ ╘╢⁹ 

 

 ⌐│⁸ ─ ─╒⅛⁸ ─ ─ ┘ ╩ ╡⁸

│ ┘ ⌐╟╢ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ╠

─ ⌐ ∆╢ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ↄ╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠



 

44 

 

⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ─ ─ ╩ ╢√╘⁸ ─ ∕─ ─ ⌂

╩ ∏╢╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 ─ │⁸↓─ ─ ⅜ ⌐ ↕╣╢╟℮∕─ ∆╢ ─

╩ ⇔⁸ ┘ ╩ ╢↓≤⌐ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 │⁸ ⌐ ∆╢╙──╒⅛⁸ ╩ ⇔⁸ ┘∕─ ╩

╢√╘⁸ ─ ⌐ →╢ ─ ⌐ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ┘ ┘⌐ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ─ ┘ ⌐ ⇔⁸ ⁸ ⌂ ┘ ╩ ⅎ╢↓≤⁹ 

 ⌐ →╢╙──╒⅛⁸ ─ ┘ ─√╘ ≤ ╘╠╣╢ ╩

∏╢↓≤⁹ 
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○浦幌町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

( )  

 ≥╙─ ─ ⌐ ∆╢ 13 154 ─ ⌐

≠⅝ ≥╙─ ₈ ₉≤™℮⁹╩ ∆╢√╘⁸ ≥╙─

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢⁹ 

 ( )  

 │ ─ ⌐ →╢ ⌐≈™≡ ⇔⁸∕─ ╩

₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢⁹ 

( )  ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ≥╙─ ─ ≤ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ∕─ ⅜ ≤ ╘╢  

 ( )  

 │⁸ 10 ≢ ⇔⁸ │ ─ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠ ⅜ ∆

╢⁹ 

( )   

( )  Ⱳꜝfi♥▫▪  

( )  ⁸ ⁸ ≡╩ ∂≡ ≥╙⌐ ╦∫≡™╢  

( )  ∕─ ⅜ ⌐ ≤ ╘╢  

( ─ )  

 ─ │⁸ ↕╣√ ⅛╠ ⅜ ↕╣√≤⅝╕≢≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⅜

≤ ╘√≤⅝│∕─ ≤∆╢⁹ 

 ⅜ ↑√ ⌐⅔↑╢ ─ │⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

 ( ┘ )  

 ⌐ ┘ ╩ ↄ⁹ 

 ┘ │⁸ ─ ⌐╟╡↓╣╩ ╘╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ⌐ №╢≤⅝ │ ↑√≤⅝│∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 ( )  

 │ ⌐ ∂ ⅜ ⇔⁸ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

 │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ─ ╩ ╘⁸ │ ╩ ↄ

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ( )  

 ─ ⌐≈™≡│⁸↓╣╩ ⇔⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 ( )  

 ─ │⁸ ⌐⅔™≡ ℮⁹ 

 ( )  

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⌂ │ ⅜ ╘╢⁹ 

    

 ↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 ↓─ │⁸ ⅜ ↕╣√ ⌐ ╩ ℮⁹
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○第３期浦幌町子どもの読書活動推進計画策定経過 

 

 26   ≥╙─  

     ≥╙─ ─  

≥╙─  

     ≡ ☿fi♃כ ▪fi◔כ♩  

↓≥╙ ה └╕╦╡ ▪fi◔כ♩  

▪fi◔כ♩  

▪fi◔כ♩  

▪fi◔כ♩  

 20   ↓≥╙ ה └╕╦╡ ▪fi◔כ♩  

        

 21   ▪fi◔כ♩  

▪fi◔כ♩  

▪fi◔כ♩  

 17   ≡ ☿fi♃כ ▪fi◔כ♩  

10 12   ≥╙─  

12    ≥╙─  

12 19   ⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷfi♩─ 18 ╕≢  

    ≥╙─  

 21   ≥╙─  
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≥╙─  

 

 

 

       
 

╖ ⅛∑Ⱳꜝfi♥▫▪₈←╡≤←╠─ ₉ 

     ╖ ⅛∑Ⱳꜝfi♥▫▪₈←╡≤←╠─ ₉ 

        

     └≤╖ ─  

        

        

       ↓≥╙  

       ☿fi♃כↄ╣╟╪  

        ≡ ☿fi♃כ  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥╙─  

 

      

 

ה         

         ₔ089 5614 

         16 ☿fi♃כ  

 

          TEL 015 576 5833  

          FAX 015 576 5834 

          H P http://www. urahoro.jp  

 

 


