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子どもの読書活動に関する状況について



「奈良県子ども読書活動の充実を目指して」
（令和２年９月）

第四次
「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」

（平成30年４月）

子どもの読書活動に関する法律、計画等について

「子どもの読書活動の推進に関する法律」
（平成13年法律第154号）



読書活動の重要性について示されている

（基本理念）

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書
活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、
創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付け
ていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、す
べての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的
に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための
環境の整備が推進されなければならない。

１．学校図書館を巡る情勢「子どもの読書活動の推進に関する法律」について

「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成13年法律第154号）

子どもの読書活動に関する法律、計画等について



第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成30年４月）

１．学校図書館をめぐる情勢子どもの読書活動に関する法律、計画等について



１．学校図書館をめぐる情勢子どもの読書活動に関する法律、計画等について

「奈良県子ども読書活動の充実を目指して」（令和２年９月）



令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」の概要



学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当
たりどれくらいの時間、読書をしますかという質問に「全く
しない」と回答した児童生徒の割合の経年変化

※H30、R03は質問が未設定。R02は、調査が未実
施。

※R02は、調査が未実施。

「読書は好きですか」という質問に「当ては
まる」と回答した児童生徒の割合の経年変化

・「読書は好きですか」という質問項目に当てはまると回答した児童生徒の割合は、全国と比較して低く、経年で比較すると下

降傾向にある。

・「学校の授業時間以外に、１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか」という質問項目に「全くしない」と回答した児童

生徒の割合は、全国と比較して高く、経年で比較すると上昇傾向にある。
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令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」の概要



令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」の概要



乳幼児期には、周りの大人から言葉を掛けてもらったり乳幼児なりの言葉を聞いてもらったりしながら言葉を次第に獲得す
るとともに、絵本や物語を読んでもらうこと等を通じて絵本や物語に興味を示すようになる。さらに様々な体験を通じてイメー
ジや言葉を豊かにしながら、絵本や物語の世界を楽しむようになる。

読書に関する発達段階ごとの特徴 （令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」より）

就学前（おおむね６歳頃まで）

中学年・・・最後まで本を読み通すことができる子どもとそうでない子どもの違いが現れ始める。読み通すことができる子ども
は、自分の考えと比較して読むことができるようになるとともに、読む速度が上がり、多くの本を読むようになる。

小学生の時期（おおむね６歳から１２歳まで）

高校生の時期（おおむね１５歳から１８歳まで）

中学生の時期（おおむね１２歳から１５歳まで）

多読の傾向は減少し、共感したり感動したりできる本を選んで読むようになる。自己の将来について考え始めるようになり、
読書を将来に役立てようとするようになる。

読書の目的、資料の種類に応じて、適切に読むことができる水準に達し、知的興味に応じ、一層幅広く、多様な読書ができ
るようになる。

高学年・・・自ら本の選択を始め、その良さを味わうことができるようになり、好みの本の傾向が現れるとともに読書の幅が広
がり始める。一方で、この段階で発達がとどまったり、読書の幅が広がらなくなったりする者が出てくる場合がある。

低学年・・・本の読み聞かせを聞くだけでなく、一人で本を読もうとするようになり、語彙の量が増え、文字で表された場面や
情景をイメージするようになる。

子どもの発達段階は多様であり、個々の子どもの状況等を十分に勘案した上で、
乳幼児期からの切れ目ない読書活動の推進を目指すことが重要である。



絵本を読んで聞かせること。

子どもの読書への関心を高める取組例 （令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」より）

語り手が昔話や創作された物語を語り聞かせること。 二人で読書を行うものであり、家族や他の学年、クラス等
様々な単位で一冊の本を読み、感想や意見を交わす取組。

テーマを決めて、各自が読んだ本を、短くプレゼンする取組。

発表者が読んで面白いと思った本を一人５分程度で紹
介し、その発表に関する意見交換を２～３分程度行う。
全ての発表が終了した後に、どの本が一番読みたくなっ
たかを参加者の多数決で選ぶ取組。

ジャンルの異なる複数の本をテーマに沿って紹介する
取組。 グループになり、決められた時間（３～５分間）で順番に５～

10冊程度の本を全て試し読みした後で、一番読みたくなっ
た本を紹介し合う取組。

同じ本をみんなで少しずつ、数週間かけて読み、お互いに交
流していく取組。

数人で集まり、本の感想を話し合う取組。

３～５人のグループになり、同じ本を各自が違う役割をもって
読んだ後に、話し合う取組。

読み聞かせ

お話（ストーリーテリング）

ブックトーク

読書会

書評合戦（ビブリオバトル）

pitchトーク

ペア読書

味見読書

ブッククラブ

リテラチャー・サークル



子どもの読書への関心を高める取組例 （令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議「論点のまとめ」より）

アニマシオン

自作の小説を書き、お互いに読み合い、工夫したところや、
作品に対する想い等を伝えたり、友達の作品への感想
（ファンレター）を書いたりする等、互いに交流する取組。

子どもたちの参加により行われる読書活動の一つ。読書
の楽しさを伝え、自主的に読む力を引き出すために行わ
れる。ゲームや著者訪問等、様々な形で行われる。

読んだ本の書名等を記録できるよう、冊子を手渡したり、
「読書通帳機」で記録を印字できるようにしたりする取組。

子どもが図書館や読書活動について学び、読書のきっ
かけ作りになるような子ども向けの企画を実施する取組。

読後の感想や本の紹介等を、新聞形式やポスター形
式、カード形式のPOPや本の帯にまとめる取組。

みんなで新聞を持ち寄り、気になる記事や、面白い記事を
一人１件ずつ切り抜き、なぜその記事を選んだかプレゼン
を行う。その後、みんなで今日のトップ記事を決め、上から
順番に記事を貼っていき、最後に編集後記を付けて完成
する。

原作本を読みながら映画（ドラマ）を鑑賞する等、映像作
品と比較しながら本を読む取組。

参加者が複数の同じ本を読み、評価の基準も含めて
議論を行った上で、一冊のお薦めの本を決める取組。

お題を出して、そのテーマにあった本を探していく取組。

自分も書き手となる

本探しゲーム

子供同士の意見交換を通じて、一冊の本を
「○○賞」として選ぶ取組

図書委員、読書リーダー等の読書推進活動

映画等と原作の比較

読書新聞や読書ポスター、POPや本の帯の作成

回し読み新聞

読書の記録



学校図書館の利活用について

「学校図書館の充実のために」の活用

〇学校図書館の目的、運営、機能

学校図書館資料の廃棄、更新、選定、収集

〇学校図書館の機能と児童生徒とのかかわり

〇学校図書館の各種計画例について

・学校図書館全体計画例

・学校図書館運営計画例

・各教科等における学校図書館年間活用計画例

〇生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成するために、発達段階に応じた読書活動が行われるよう

にする。

子どもの読書活動の充実ために

子どもの読書への関心を高める取組

司書教諭が中心となり、全ての教職員、学校司書、公共図書館、地域ボランティア
等が連携・協力して、計画的に学校図書館の利活用を図り、読書活動を推進する。

〇様々な取組を通して、子どもたちにとって読書活動がより身近で魅力あるものになるようにする。



「学校図書館実践事例集」について

「子ども読書の情報館」

子どもにぴったりの本を探すためのコーナーや読書活動への
アドバイス、優れた読書活動の事例などが掲載されています。

https://www.kodomodokusyo.go.jp/

子ども読書活動、学校図書館に関するリンク

図書館に役立つ資料
（全国学校図書館協議会）

https://www.j-sla.or.jp/material/index.html

学校図書館に関する様々な資料が掲載されています。

奈良県子ども読書活動の充実を目指して
（令和２年９月）

https://www.pref.nara.jp/secure/92842/
kodomodokusyo2020.pdf

全国各地の学校図書館で行われている取組が掲載されています。

図書館実践事例集

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
dokusho/link/mext_00768.html

～主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～

（令和２年３月 文部科学省）

第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」
（平成３０年４月）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo2/siryou/_icsFiles/afieldf
ile/2018/05/25/1404326_3.pdf

令和４年度子供の読書活動の推進に関する有識者会議
論点まとめ
（令和４年12月）

https://www.mext.go.jp/content/2022
1227-mxt_chisui02-000026353_12.pdf


