
     図書館の本は、１冊ずつならべる場所が決まっています。だれかが借りた本が図書館にかえっ 

   てくると、その本はいつも同じ場所にもどってきます。つまり、図書館の本には“住所”があるのです。 

  本の背の下の方に、数字や記号が書かれたラベルがはられているのを見たことがありますか？  

 これが、“本の住所“。本の住所には、本の分類（本の内容やテーマの種類）をあらわす数字と、書いた人 

 の名前や、題名のかしら文字などがつけられており、図書館の本は、この数字と文字の順番でならんで 

 います。この「本の住所」の数字は、「日本十進分類法」 

 という分類の方法にしたがって、つけられています。(日本 

 十進分類法は、省略して「NDC」とよばれることもあります。) 

 としょかんスタート・としょかんスタディ 

としょ★スタ  番外編 

図書館を、とことん使いこなそう！ 

図書館の本には“住所”がある！？ 

ばんがいへん 

 ❶ 図 書 館 の 本 の な ら び 方 を 知 ろ う  

2021年3月 

川口市立図書館 

と しょ かん         ・ ・ ・ ・  つか     

せ     した      ほう          すうじ        きごう      か                                                                     み 

じゅうしょ 

さつ             ばしょ    き                         か 

ぶんるい         ないよう            しゅるい                                 

しょうりゃく   エヌディーシー 

にほん じっしん ぶんるいほう 

ほん                      かた        し 

おな 

なまえ     だいめい      ・    ・    ・     も じ                                                                           じゅんばん 

「K」は 

「こどもの本」

の意味。 

  書 い た 人 の 名 前 や 、 

  本の題名のかしら文字 

（省略することもある） 

分類番号 本の内容・テーマ 

0 百科
ひ ゃ っ か

事典
じ て ん

・年鑑
ね ん か ん

・パソコン・情報
じ ょ う ほ う

・図書館
と し ょ か ん

について・本
ほ ん

について 

1 考
かんが

え方
か た

・心
こころ

や気持
き も

ち・道徳
ど う と く

・宗教
しゅ うき ょう

・占
うらな

い 

2 日本
に ほ ん

や世界
せ か い

の歴史
れ き し

・日本
に ほ ん

や世界
せ か い

の地理
ち り

・伝記
で ん き

 

3 政治
せ い じ

・法律
ほ う り つ

・経済
け い ざ い

・統計
と う け い

・仕事
し ご と

・福祉
ふ く し

・防災
ぼ う さ い

・教育
き ょ う い く

・暮
く

らし・行事
ぎ ょ う じ

・伝統
で ん と う

・伝説
で ん せ つ

 

4 算数
さ ん す う

・理科
り か

・実験
じ っ け ん

・自由
じ ゆ う

研究
け ん き ゅ う

・生物
せ い ぶ つ

・人体
じ ん た い

 

5 技術
ぎ じ ゅ つ

・建築
け ん ち く

・電気
で ん き

・のりもの・家庭科
か て い か

・料理
り ょ う り

 

6 農業
の う ぎ ょ う

・園芸
え ん げ い

・畜産
ち く さ ん

業
ぎ ょう

・水産業
す い さ ん ぎ ょ う

・商業
しょ う ぎ ょ う

・交通
こ う つ う

・通信
つ う し ん

 

7 美術
び じ ゅ つ

・工作
こ う さ く

・おりがみ・音楽
お ん が く

・演劇
え ん げ き

・スポーツ・ゲーム・遊
あ そ

び 

8 国語
こ く ご

・文字
も じ

・記号
き ご う

やマーク・ことわざ・慣用句
か ん よ う く

・作文
さ く ぶ ん

・外国語
が い こ く ご

 

9 詩
し

・短歌
た ん か

・俳句
は い く

・ものがたりの本
ほ ん

・エッセイ・体験記
た い け ん き

 

中分類 

細かい分類 

 調べものが終わったら、調べたことをメモして、……はい、オシマイ！？  

——ちょっと待って！！ 

 その情報が、どの本にのっていたか、本のタイトル・著者・出版者の名前 

などを、かならずメモしておくクセをつけよう！ 後から確認する場合や、 

もっと詳しく調べる場合に役立つよ。そして、調べたことを書いてまとめる 

場合は、「どの本で調べたか」も、必ずいっしょに書いておきましょう。 

 ❹ 「どの本で調べたか」を書いておこう (「著作権」に注意！) 

図 書 館 の 本 の な ら び 方 ・ 探 し 方 を 知 る 本 

「 著 作 権 」 に つ い て 学 べ る 本 

・『図書館のひみつ』(楽しい調べ学習シリーズ) 高田高史／監修 PHP研究所 2016 K010 

・『お父さんが教える図書館の使いかた』赤木かん子／著 自由国民社  2014 K015 

・『図書館のトリセツ』福本友美子／著 江口絵理／著 講談社  2013 K015 

・『図書館のすべてがわかる本 2』秋田喜代美／監修 岩崎書店 2012 K010 

・『めざせ! キッズ・ライブラリアン 1』~図書館のヒミツ~ 二村健／監修 鈴木出版 2010 K010 

・『シリーズわくわく図書館 2』~図書館ってどんなところ~ 紺野順子／文 アリス館 2010 K010 

・『本って、どうやって探したらいいの?』赤木かん子／文 ポプラ社 2007 K014 

・『調べ学習にやくだつ図書館シリーズ』１～６ ポプラ社 1993 K010 

・『やさしくわかるデジタル時代の著作権』１～３ 山本光／監修・著  松下孝太郎／著  技術評論社  2019  K021 

・『学校で知っておきたい著作権』１～３ 小寺信良／著 汐文社  2016～2017 K021 

・『気をつけよう! 情報モラル 3』~著作権・肖像権編~ 秋山浩子／文 汐文社 2013 K007 

掲載した情報は、2021年3月現在のものです。 
★ なお、このリーフレットに使用したイラストは、図書館キャラクター「ぶっくぶんぶん」以外は、すべて「いらすとや」のものです。 

◆ 「著作権」を尊重しよう！ 

 本やマンガ、雑誌や新聞の記事、キャラクター、絵、音楽、映像、ゲーム……などなど、だれかが 

自分で考えて作ったもの・表現したものを、「著作物」と言います。「著作権」とは、「著作物」を

作った人が、その「著作物」に対して持っている権利のこと。 

 こうした「著作物」を、他の人が、かってにコピーして売ったり、自分が作ったもののように発表

したりすると、「著作権の侵害」という犯罪になってしまいます。 

 みなさんは、「本などには著作権がある」ということを覚えておいて、作った人の権利を尊重しま

しょう。そのためにも「調べた情報がどの本にのっていたか」を、書いておくようにしましょう。 

 この本は、えーっと、 

『〇×百科事典（□□出版社）』 

っと。 

 
 まめちしき 

「日本十進分類法」は、1929年ごろから 

使われているんじゃ。長い間使われているから、

何度も見なおしがされていて、と中で分類番号が   

変更になったテーマもあるんじゃよ。 

ほん   しら                か                   ちょさくけん        ちゅうい 

お 

ま 

じょうほう                                       ちょしゃ  しゅっぱんしゃ   なまえ 

あと    かくにん      ばあい 

くわ                          やくだ 

かなら 

ちょさくけん    そんちょう 

ざっし    しんぶん      きじ                        え    おんがく    えいぞう                

じぶん       かんが      つく              ひょうげん                   ちょさくぶつ        い        

たい      も               けんり 

ほか                                     う                                              はっぴょう 

しんがい              はんざい 

おぼ 

 と  し ょ か ん     ほん                 かた     さが              し 

ち ょ   さ く    け ん                             ま な 

ぶっくぶんぶん 

こま 

ちゅう 

ケー 

いみ 

  背ラベル 
  （本の背の 

    ラベルシール）   
いちばん 

一番大きな分類 



488 

鳥!! 

 検索結果から、気になる本の「請求記号（ほんの  

せらべる）」を見たら、どんな分類の本かを、この

ページの表でも確認してみてね。検索結果に出てきて

も、「9」ではじまる番号だと、ものがたりの本。 

    調べものには向かないかもしれないよ……。 

けんさくけっか        き             せいきゅうきごう 

ひょう   かくにん         で 

しら             む 

どうとく    歴史
れきし

 地理
ちり

 考
かんが

え方
かた

伝記
でんき

詩
し

社会
しゃかい

　　おはなし  政治
せいじ

　　くらし

ものがたり

百科
ひゃっか

事典
じてん

　　図画
ずが

工作
こうさく

工業
こうぎょう

　 音楽
おんがく

　体育
たいいく

乗
の

り物
もの

　 クイズ 家庭科
かていか

ことば

 作文
さくぶん

農業
のうぎょう

商業
しょうぎょう

　交通
こうつう

算数
さんすう

 理科
りか

パソコン 情報の本
じょうほう

実験
じっけん

自由研究
じゆうけんきゅう

算数
さんすう

人体
じんたい

病気
びょうき

動物
どうぶつ

植物
しょくぶつ

生物
せいぶつ

天気
てんき 恐竜

きょうりゅう

海
うみ

宇宙
うちゅう

星
ほし

化学
かがく

物理
ぶつり

480 動物全般
481 一般動物学

482 動物地理、動物誌

483 むせきつい動物

484 なんたい動物、貝

485 せっそく動物

486 昆虫類

487 せきつい動物

488 鳥

489 ほ乳類

 図書館にある「検索機」や、図書館ホームページの検索システムでは、 

簡単に本を検索することができます。 

 
 

◆ 読みたい本のタイトルがわかっている場合 

 → 検索機 の「タイトル（ほんのなまえ）」に入力して検索！ 

 ※ タイトルの一部分の言葉でも検索できます。 

 

◆ 本のタイトルはわからないけど、調べたいことがある場合は……？ 
 

 ① 百科事典を見てみよう ! ⇒『総合百科事典ポプラディア』1~12巻 ポプラ社   2011   KR031 

    『総合百科事典ポプラディア』には、いろいろなことが、分かりやすくのっています。 

       調べたいことを「キーワード」に区切って、それぞれ調べてみると、その「キーワード」につい 

  て大まかに理解することができます。 

   ★「キーワード」って？！⇒ 調べたいことがらを、短く簡単にあらわした単語のこと。 

たとえば「米づくり」について調べたかったら → 「米」「米づくり」「稲」「稲作」「農業」

など、関連する言葉をいろいろ考えて、百科事典で引いてみよう！ 

 ② 検索機 でも、「キーワード」を入れて検索してみてください。 

  ・漢字やひらがななど、入力する文字の種類で、検索結果が違うことがあるので、どちらも検索

してみよう！（例：「朝顔」「あさがお」）⇒カタカナで入力すると一番多く検索できます！ 

  ・キーワードが細かすぎると、検索結果は少なくなります。そんなときは、大きなくくりのキー

ワードを考えてみてね。（例：「ミジンコ」→「プランクトン」や「微生物」で調べてみる） 

  ・キーワードを組み合わせて入力することもできるよ！（例：「音楽 歴史」と入力。２つの

キーワードの間に「スペース（空らん）」を入れると、組み合わせの検索になります。） 

  ・検索機では、子どもの本だけをしぼりこんで検索することもできます。 

 ③ 本だなに行って、その本の中身を見てみよう！  

・検索結果で表示される「請求記号」や「地図」から、実際にその本を探してみましょう。 

・本が見つかったら、目次や索引から、調べたい情報がのっているページを見てみましょう。 

 索引とは、その本の中に出てくる言葉やことがらをまとめた表や一覧で、たいていは本の後ろ

の方についています。（索引がない本もあります。） 

・近くにならんでいる本も手に取ってみましょう。近くにある本は、テーマが似ている本です。 

 検索したときに出てこなくても、もしかしたら欲しい情報がのっているかもしれません！ 

よ                            ばあい 

「鳥
とり

」の本は…？ 

48 動物
の… 

 ❷ 「日本十進分類法」のしくみを、もっと細かく見てみよう！  

「日本十進分類法」を知っておくと、こんなに便利！ 

◆ 同じテーマの本は、同じ分類番号のところにならんでいます。 

だから、調べ物をするときは、見つけた本の、近くにおいてある本も、ぜひ見てみてください。 

◆ 大人の本も、おなじ分類の決まりでならんでいます。 

もっとくわしい内容・難しい内容の本が見たかったら、同じ分類番号の大人の本を見てみましょう。 

◆ 日本の主な公共図書館は、ほとんどこの「日本十進分類法」を使っています。 

他の図書館に行っても、おなじ分類番号の本だなをみると、同じテーマの本が見つかりますよ。 

  （学校図書館や専門図書館などは、別の分類方法を使っている場合があります。） 

 ➌ 本 ・ 情 報 の 探 し 方 （ 検 索 機 を 使 っ て み よ う ！ ） 
に ほ ん  じ っ し ん  ぶ ん る い ほ う                            こま       み 

  に ほ ん  じ っ し ん  ぶ ん る い ほ う      し                             べんり 

おな                       ぶんるいばんごう 

しら    もの                                         ちか 

き 

ないよう    むずか 

おも     こうきょうとしょかん                                                                                                                              つか 

ほか 

せんもん                      べつ        ほうほう                  ばあい 

ほん     じょうほう       さが      かた      けん さく   き      つか 

としょかん         けんさくき 

にゅうりょく 

けんさく 

いちぶぶん   ことば 

しら 

ひゃっかじてん      み                        そうごうひゃっかじてん                              かん 

わ 

くぎ 

みじか   かんたん               たんご 

おお          りかい 

こめ                                                                             いね      いなさく        のうぎょう 

かんじ    ・    ・   ・    ・                     もじ     しゅるい         けんさくけっか    ちが 

かんれん                           かんが                       ひ 

あさがお                          ・    ・    ・    ・                 いちばんおお 

こま                                すく 

びせいぶつ 

く     あ                                                       おんがく        れきし 

あいだ                   くう 

い                      なかみ 

ひょうじ              せいきゅうきごう           ちず               じっさい 

もくじ    さくいん 

・   ・   ・   ・         ひょう  いちらん                    うし 

ちか                             て      と                                                        に 

ほ 

かんたん 本の分類は、一番左の数字

から分けはじめて、だんだ

ん細かくしていくんだよ。 

ぶんるい         いちばん  ひだり         すうじ 

わ 

4 理科 

の… 

ほう 


