
漠然と対象を見るだけではなく、何かに見立てたり関連付
けたりする活動は、イメージを豊かに膨らませたり、想像力
を高めたりする良いトレーニングになりますね。

P.33 イメージでとらえる

これまでに、京都市立芸術大学教員
（2002～ 2020年）、京都府立学校
教諭、京都府教育庁指導部学校教
育課指導主事、高等学校学習指導
要領解説作成協力者（文部科学省）、
評価規準研究開発協力者（国立教
育施策研究所）、中央教育審議会教
育課程部会芸術ワーキンググループ
委員などに携わる。現・京都市立芸
術大学名誉教授。

横田 学 先生
よこ た まなぶ

プロフィール

新しくなった『美術資料』をご覧になって、さっそく
現場の先生方からご意見や感想をいただいています。
今回はその一部を紹介し、著者の横田学先生に
コメントをしてもらいました。

光の性質や効果については、頭で考えるだけでは実感しに
くいので、教室を暗くし、ライトなどを使って実際にさまざ
まな実験をしてみることも大切です。また理科の光の学習とも関
連させたいものです。

秀
学
社

【表紙の作品】なんでも現代美術館  [写真／2020年 ]  田中達也（1981年～・熊本県）　

制作中の様子

　日常にあるものを別のものに見立てた表現をさ
れる田中さんに、今回は『美術資料』のために新
しい作品をつくってもらいました。
　『美術資料』を見ていたら、ふだん何気なく使う
筆や絵の具などの画材が気になり、これらをヒン
トにして、美術館の鑑賞風景に見立ててみたとい
う田中さん。
　みなさんは、この作品からどのような風景を想
像しますか。

一般社団法人

※株式会社，有限会社，財団法人など名称の一部を省略して記載しています。

美
術
資
料

表紙の作品

メイキング動画が見られます

見やすく読みまちがえにくい　　　　
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

カラーユニバーサルデザインに配慮しています。

田中達也さんからのメッセージ

今を生きる現代のクリエイターたちP.166

かん しょう

た なか たつ や くまもと

●資料提供　Art Resource、iStock、愛成会、あいち朝日遺跡ミュージアム、愛知県教育委員会、青森県立美術館、
Akasha Edition、赤城乳業株式会社、アサヒグループホールディングス、朝日新聞社、飛鳥園、ATELIER CHIHARU 
SHIOTA、アフロ、尼崎市文化振興財団、アマナウエスト、ANTONY GORMLEY STUDIO、安野光雅美術館、イオン、石
川県立美術館、石橋財団アーティゾン美術館、和泉市久保惣記念美術館、出光美術館、INAX出版、今治謹製、いわき市立美術館、
岩合写真事務所、岩鋳、岩手県立美術館、VAGA、WHILL、植田正治事務所、宇都宮美術館、永青文庫、NHKエンタープライズ、
NKB、ENEOS、愛媛県美術館、MOA美術館、The M.C. Escher Company B.V.、エレファント、大分県立美術館、大久保俊男、
大倉集古館、大阪市交通局、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪市立美術館、大阪中之島美術館、大阪日本民芸館、大阪府、太
田記念美術館、大原美術館、岡墨光堂、岡本写真工房、岡本太郎記念現代芸術振興財団、岡山備前焼陶友会、オゼキ、カイ
カイキキ、偕成社、花王、香川県立ミュージアム、Kagoshima pref.、鹿児島県霧島アートの森、香月泰男美術館、学研フ
ォトアーカイブス、学研プラス、角偉三郎美術館、角漆工房、神奈川県立近代美術館、金沢21世紀美術館、亀末廣、川崎市
市民ミュージアム、川崎市岡本太郎美術館、カンタベリージャパン、キギ、北村美術館、岐阜県美術館、ギャラリー小柳、
ギャルリーためなが、京都写真企画、京都国立近代美術館、京都国立博物館、京都市文化市民局元離宮二条城事務所、京都
新聞出版センター、京都水族館、京都府立宮津高等学校、清水寺、QUALY、KUSASHOES、串本応挙芦雪館、宮内庁京都事務所、
宮内庁三の丸尚蔵館、宮内庁式部職楽部、宮内庁正倉院、熊野町役場、公文教育研究会、Craft Design Technology、群
馬県立舘林美術館、ゲッティイメージズ、建仁寺、原爆の図丸木美術館、湖池屋、高山寺、講談社、交通エコロジー・モビ
リティ財団、興福寺、神戸市立博物館、小紙陽子、国立国際美術館、国立国会図書館データベース、国立西洋美術館、国立
民族学博物館、国立歴史民俗博物館、五島美術館、ColBase、金剛能楽堂、Cynet Photo、左合ひとみ、佐藤卓デザイン事務所、
SAMURAI、サンスター文具、Sandwich Inc.、サントリー食品インターナショナル、Jリーグ、滋賀県中学校美術教育連盟、
滋賀県立美術館、信貴山朝護孫子寺、茂本ヒデキチ、四国タオル工業組合、静岡県立美術館、資生堂、島根県立美術館、社
会福祉法人グロー、相国寺、昭文社、GEORGES gallery + KOHIRA café、SHIRAI SEKIZAI Co., Ltd.、新建築社写真部、
神護寺、新日本造形、新薬師寺、末富、「健やか親子２１（第２次）」事務局、静嘉堂文庫美術館、清峯寺、石峰寺、セゾン
現代美術館、世田谷美術館、泉屋博古館、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、曽谷朝絵、退蔵院、大徳寺、高
松市美術館、瀧澤硝子工芸、岳神楽保存会、竹工房オンセ、ダスキン、立杭焼昇陽窯、田中達也、田沼武能事務所、丹波市役所、
千總、千葉市美術館、ちひろ美術館、中尊寺、彫刻の森美術館（彫刻の森芸術文化財団）、長生堂、DIC川村記念美術館、
DNPアートコミュニケーションズ、DNP文化振興財団、Tポイント・ジャパン、ティラキタ、鉄道博物館、David 
Hockney, Inc.、寺山紀彦、伝統的工芸品産業振興会、天理大学附属天理図書館、トーヨーセフティー、TOA、東急ハンズ、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 、東京藝術大学大学美術館、東京国立近代美術館、東京国立博物館、
東京地下鉄、東京都現代美術館、東京都交通局、東京文化財研究所、東京富士美術館、東寺、唐招提寺、十日町市博物館、
徳川美術館、徳島県立近代美術館、ドトールコーヒー、富田菜摘、富山県美術館、トライポッド・デザイン、長崎市、中西學、
中村キース・へリング美術館、名古屋市美術館、National Film Board of Canada、奈良県教育委員会、奈良市写真美術館、
新潟市美術館、西陣織工業組合、西日本旅客鉄道、西本願寺、西村画廊、西山夘三記念すまい・まちづくり文庫、西脇せいご、
2025年日本国際博覧会協会、日清食品、日本環境協会エコマーク事務局、日本規格協会、日本公文教育研究会、日本下水
道協会、日本交通文化協会、日本コカ・コーラ、日本色研事業、日本体育協会15-Ａ-239、日本デザイン振興会、日本テレ
ビ放送網、日本利器工業、根津美術館、農業協同組合、野沢民芸品製作企業組合、白山陶器、白鳳堂『ふでばこ』編集部、服部一成、
坂茂建築設計、PPS通信社、ピクスタ、美術院、美術出版、HITOTSUYAMA .STUDIO、一ツ山チエ、ひまわりや、兵庫県
立美術館、兵庫県立美術館山村コレクション、平等院、平取町立二風谷アイヌ文化博物館、平山郁夫シルクロード美術館、
広島市現代美術館、広島東洋カープ、ファイン、フォルム画廊、福岡県立美術館、福岡市博物館、藤城清治事務所、藤田美術館、
藤森照信、筆の里工房、Punite、FREITAG、プロ・デジタル-フォト・スタジオ京都写真企画、ブンチョウ、Henry Moore 
Foundation、便利堂、ボーダーズ、ボーダレス・アートミュージアム NO-MA、法隆寺、北海道立近代美術館、ホリプロ、
本藍染紺九、本願寺、本濃研太、マークス、松江北堀美術館、松平公益会、松本市美術館、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、
丸章工業、三重県立美術館、ミスタードーナツ、ミズノ、三谷純、三井記念美術館、ミヅマアートギャラリー、美濃和紙の里会館、
美濃和紙ブランド協同組合、ミモカ美術振興財団、妙喜庵、妙法院、棟方志功記念館、むろと廃校水族館、Media Force、
メトロポリタン美術館、メトロポリタンギャラリー、森永製菓、森村泰昌、薬師寺、ヤノベケンジ、藪本公三、山鹿市立博物館、
山口晃、山口県立萩美術館・浦上記念館、山種美術館、大和文華館、ヤマトホールディングス、ヤマハ、ユカリアート、ユニクロ、
ユニフォトプレスインターナショナル、養源院、横山健蔵、吉本興業ホールディングス、LIXIL出版、リゾートトラスト、ル
イスポールセンジャパン 、ロイター、鹿苑寺、ロジクール、lorenzelli arte milano、ワークマン、輪島漆器商工業協同組合

760 （税込）

美
の
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イ
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8 9暮らしの中の色

さまざまなマークやロゴP.94

印象を生み出す働き（感性的役割）

野菜が変わると 皿が変わると

暮らしの中の色
美のガイダンス 　私たちの着ている服や靴

くつ
、食べ物、文

ぶん
房
ぼう
具
ぐ
、教室、窓の外の景色など、すべ

てのものには色がついています。そして、色は私たちの心や体に影
えい
響
きょう
を与

あた
えてい

ます。生活を豊かに、快適にしてくれる色の働きについて考えてみましょう。

色を引き立てるさまざまな工
く

夫
ふう

　料理を盛りつける皿の色に
よって、料理の印象が変わる。

　アクセントを与
あた
える色を差し色と

いう。皿の中のいろどりを調えると、
おいしそうに見える。

　赤いネットに入れ
たミカンは、赤みが
増し熟

う
れているよう

に、緑のネットに入
れたオクラは、より
新鮮に見える。

■ 同化現象 ■ 白い皿？ 黒い皿？■ 差し色

配色でイメージを伝える

■ 味のイメージを伝える色

■温度のイメージを伝える色

　各企
き
業
ぎょう
のどのようなイメージを伝えているだろうか。■ コーポレートカラー

服装のカラーコーディネート

ブライト ペールライトグレイッシュ ダーク

環
かん

境
きょう

のカラーコーディネート

■ 場に合わせたカラーコーディネート

■ 部屋のカラーコーディネート

安全と色

組み合わせで色の見え方が変わる

視
し
認
にん
性の違い

赤 青 黄 緑

禁止・危険 指示 注意・警告 安全

分かりやすく伝える働き（機能的役割）

　交通標識や公共のサインには見えやすい
配色（視認性の高い配色）が使用される。

　色は人によって見え方が異なる。多くの人に情報が伝
わるよう、色づかいに配

はい
慮
りょ
したデザインをカラーユニ

バーサルデザインという。

カラーユニバーサルデザイン（CUD) とは？

　私たちの日常生活には、禁止標識の赤、非常口の
緑のような大切なメッセージを伝える役割の配色が
ある。
　このような配色は、遠くからでも「禁止」「安全」
などの指示内容が一目で認識できるように、JIS Z 
9103（図記号－安全色及

およ
び安全標識－安全色の色

度座標の範
はん
囲
い
及び測定方法）というルールで定めら

れている。配色は災害など、いざというときに私た
ちの命を守る重要な働きをしている。
　2018年に、カラーユニバーサルデザインの観点
でとくに赤色が見直された。

防災

トーン分類図P.5 トーンの配色P.6

ユニバーサルデザインP.153

注意喚起のピクトグラムP.95

UD(ユニバーサルデザイン)フォントP.93

色の整理P.3~5 配色の工夫P.6

　電車内の優先スペース

構成美の要素P.18~19

イラストレーションP.86~87

マークで伝えるP.94~95

マークで伝えるP.94~95 絵と言葉で伝えるP.96

　優先席のサイン

駅の電光表示 電車の種別によって色が変わる

■ 目立たせる、読みやすくする ■ 種類の違
ちが
いを分かりやすくする

■ 状態・意味を伝える

入力端
たん

子
し

のコード

　ブルーとグリーンは、「楽
しさ」や「新

しん
鮮
せん
さ」、「信

しん
頼
らい
」

と「安心」を表している。

　青はローソンの元になっ
た「牛乳屋さん」の看板の
色、白はミルク缶

かん
の色を表

している。

　「朝焼け」のオレンジ、 「夕焼
け」のレッド、 「オアシス」の
グリーンを表現し、朝から夜
までお客様のオアシスであり
たいという思いを込

こ
めている。

　青は、ギリシャ神話で海
や波を鎮

しず
めたという神「ト

リートーン」に由来し、「旅
の安全」を願う気持ちが込
められている。

　猩
しょう
々
じょう
緋
ひ
（日本の伝統色の

赤）は、「日の丸」や「日の
出」をイメージしている。

寒色系で 暖色系で ペールトーンで モノトーンで

公園レストラン学校 病院

　色は組み合わせによって互
たが

いに影
えい

響
きょう

し合い、さまざまな雰
ふん

囲
い

気
き

をつくり出す。同じデザインの服
装でも色の組み合わせで印象が変わる。

配色の効果は、イメージに合った部屋づくりにも生かすことができる。

美
の
ガ
イ
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ン
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14 15　 美のガイダンス

明かりをつくる

影　絵

■ 炎
ほのお

の色を利用して
　金属などを炎の中に入れて高温で熱すると
炎の色が変わる反応のことを、炎

えん
色
しょく
反応とい

う。花火の発色などにも利用されている。

　照明によって、明るさや雰
ふん
囲
い
気
き
を変化させることができる。

シェード（笠
かさ
）の形や材料を工

く
夫
ふう
して、自分の目的に合った照明

器具を考えてみよう。

4長崎ランタンフェスティバル

　果てしなく広い大空に向
かって大きく羽ばたこうと
している鳥をイメージしま
した。水引はいろいろな模
様を工夫し、ていねいに編
みました。また、和紙でア
クセントをつけました。

5PiKAPiKA Miyako Project [ペンライト、長時間露
ろ
光
こう
／2012年]

TOCHKA（ナガタタケシ＋モンノカヅエ）

朝

昼

夕

　白いものはすべての光を
反射するので、白く見える。

　赤いものは赤い色の光だ
けを反射するので、赤く見
える。

　黒いものはすべての光を
吸収するので、黒く見える。

3AKARI
[和紙、竹ほか／

高さ190㎝／1953年] 
イサム・ノグチ

[1904～88年・アメリカ]

東京の夜空に描くP.130~131

光とかげP.112~113 印象派P.114~115

光光光

光と表現

光と表現

美のガイダンス 　私たちが生活していく上で、光は欠かせない存在です。光を題材にした絵画、光や
影そのものを使った表現など、さまざまな美術作品も制作されています。光の性質や
感情にもたらす効果などについて理解し、身の回りのいろいろな光に目を向け考えて
みましょう。

光と陰
いん
影
えい

光と色

光の性質

光を生かした表現

光を描く

　影絵は、多くの国で
親しまれている。紙や
皮、木などでつくられ
た形に光を当て、その
影をスクリーンに投影
する。光が透

とう
過
か
する部

分に、色セロハンなど
を貼

は
りつけることで影

に色の変化を加えるこ
ともできる。

反射光

影
かげ

陰
かげ

光

参考作品
スクラッチで
光を描く

　光の色は人間の心理に影
えい
響
きょう
する。光の色が赤っぽいと暖かさ

や落ち着きを感じ、白っぽいと活動的な印象を受ける。これは
自然光と関係している。太陽の光は人が休息する日の出や日の
入りの時間帯は赤っぽく、活動をする日中は白っぽい光になっ
ている。学校やオフィス、居間や食事をする場所はどんな明か
りになっているだろう。
　LED（発光ダイオード）を使った照明器具の中には、光の色
を自由に変化させることができるものもある。

6 それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠
に続く  [ 赤色発光ダイオード (1728 個 )、集積回路、電気コード、基板、変圧器など／
288× 384cm／ 1998年 ] 宮

みや

島
じま

達
たつ

男
お

[1957 年～・東京都 ]東京都現代美術館

10蝋
ろ う

燭
そ く

（部分）
[油
ゆ
彩
さい
、板／22.7×15.6cm／1912～26年] 

髙
たか

島
しま

野
や

十
じゅう

郎
ろう

  [1890～1975年・福岡県]
福岡県立美術館

7石の美術館 STONE PLAZA [2000年／栃
とち
木
ぎ
県]  隈

くま

研
けん

吾
ご

  [1954年～・神奈川県]

11通りの神
し ん

秘
ぴ

と憂
ゆ う

愁
しゅう

 [油彩、キャンヴァス／
87×73cm／1914年]  ジョルジョ・デ・キリコ  
[1888～1978年・イタリア]

12太陽 [油彩、キャンヴァス／452×788cm／1911～16年]
エドヴァルト・ムンク  [1863～1944年・ノルウェー]  オスロ大学講堂 [ノルウェー]

9ワヤン（影絵芝
し ば

居
い

）
［インドネシア］

8角笛と少年［2005年］
藤
ふじ

城
しろ

清
せい

治
じ

 ［1924年～・東京都］

2PH 5 [アルミ、フロストガラスほか／ 
高さ26.7㎝／1958年] 
ポール・ヘニングセン
[1894～1967年・デンマーク]

■ 色の見える仕組み

■ 舞
ぶ

台
たい

照明 ■ 光の心理効果

特性を生かすP.84

立体感を表すP.37 光の当たり方を考えるP.98

　光が当たったとき、光の一部は吸収され、残りは反射される。例えば、若葉
に光が当たった場合、緑の光以外は吸収されるため、反射した緑色が感じられる。

　複数の色の照明の組み合わせや角度の変化などに
よって舞

ぶ
台
たい
の演出ができる。

他 教 科

光 光 光

1ランチはヘルメットをかぶって…
［ステンレス／高さ108cm／1987年］福

ふく

田
だ

繁
しげ

雄
お

［1932～2009年・東京都］
福田繁雄デザイン館［岩手県］

～水
み ず

引
ひ き

を工夫して～ 
ランプシェード 「翔」
[板材、ひも、ライト、折り紙、ペンキ／
高さ22.5㎝] 生徒作品 イサム・ノグチP.164

ジョルジョ・デ・キリコP.188 エドヴァルト・ムンクP.128

福田繁雄P.91

　光が当たると、反対側の表面に「陰
かげ

」、遮
さえぎ

られ光が当たらない所に「影」が現れる。
陰影の描き分けにより、立体感が表現できる。

光を表現の手段としてどのように生かせるか、いろいろ試
ため

してみよう。　 プロジェクションマッピングP.101

光と向き合い、光から発想をふくらませ、絵画に表現してみよう。

三原色（色光）　P.4

今日の美術P.164

・メイキング動画
・作家からのメッセージ◀

今回の改訂で充実した「美のガイダンス」

楽しそうな表紙になりましたね。田中達也さんの作品について
は、QR コードからメイキング動画や作家のメッセージを見ること
ができ、生徒たちの創作意欲を刺激してくれると思います。授
業の導入に使えそうですし、発想・構想の場面でヒントにもなり
そうです。

〇表　紙

「光」は昔から人の心を魅了してきた要素ですし、学習指導要
領の共通事項にも含まれるものですから、それをこのページで
学べるのはいいですね。

〇光と表現 P.14-15

色の学習は、12 色相環や色の三要素（三属性）に留まらず、
色が私たちの感情にもたらす効果や、生活のどんな場面で、

どのように働いているのかなどについて考えることが大切ですね。

商品のパッケージを見て、色や形の組み合わせから「どんな味
がすると思う？」と話し合いなどをすることで、デザインの力を
身近に感じることができそうです。

〇暮らしの中の色 P.8-9

美術資料でつながる
Vol.06
2022.03



秀学社の美術学習サポート

お問い合わせフォーム

今号へのご意見や
著者へのメッセージ、ご質問など、
「お問い合わせフォーム」よりお気軽にお寄せください。

先生の声を
お聞かせください。

一口にアイデアが浮かばないと言っても、うまく発想できないのか、思いついたものを具体化するた
めの構想ができないのか、構想したものを実際に色や形にするのが難しいのか、状況によって異な

ります。生徒の状況や表現の内容に応じ、P.26-27「発想し、構想を練る1」、P.28-29「発想し、構想を練る2」、
P.30-31「構想を形に」、P.32-33「対象と向き合う」などのページを使ってアドバイスしてみてください。

A

「アイデアが浮かばない」という生徒がいます。何かヒントになるような
ページはありますか？Q

授業だけでなく家庭学習などにもご活用ください。

※次号も現場の先生方からご意見や感想、質問などを紹介させていただきます。

生活で使うものをいざ自分たちがつくるとなるとなかなかアイデ
アが出てこない。生徒に本当に考えさせ、良い意味で頭をフル
回転させて、「ものづくりって難しい。」と言わせたいです。

生活で使用するもののデザインでは、使う人や使われる場な
ど求められる条件や機能などをしっかり意識することが求めら
れます。鑑賞編 P.152-153 生活のデザインをページと組み合わせ
て、デザインが社会で果たす役割や働きについても考えさせたい。

美
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

24 25　 美のガイダンス 用具大図鑑

！ 注意

安 全

はさみ

カッターマット

カッティング用定規

A B 金属 ガラス 木・化
け
粧
しょう
板
ばん

プラスチック 発泡
スチロール 布 紙・

ボール紙

紙・
ボール紙 ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ◆ ●

布 ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ● ● ▲

発
はっ

泡
ぽう

スチロール ● ■ ● ■ ● ● ■ ●

プラス
チック ● ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■

木・
化粧板

●
▲ ■ ▲ ■ ●

▲ ■

ガラス ★ ★

　接
せっ

着
ちゃく

剤
ざい

は、用
よう

途
と

や材料によって使い分けよう。

※接着剤の詳細な成分や用途などは
　メーカーによって異なる。

美のガイダンス

磨
み が

く

保護
する

つける

貼
は

る

縛
し ば

る
縫
ぬ

う
つなぐ

ひもで縛
しば

る 接
せっ

着
ちゃく

剤
ざい

でつける糸で縫
ぬ

う くぎを打つ ホチキスで留める

●接
せっ
着
ちゃく
剤
ざい
を使うときは、換

かん
気
き
をしっかりする。

●接着剤を使う前に、注意書きをよく読む。
●接着剤が目や口に入らないように気をつける。
●瞬間接着剤には専用の剝

はく
離
り
剤
ざい
を準備し、

　生徒だけでは使用しない。

◆

●
▲

■
★

プラスチック
金属
アクリル

木 紙・布

用具
大 図

ず

鑑
か ん

切る・削
けず

る用具には、材料に合わせて
さまざまな種類がある。紙を切る場合で
も、直線、曲線、細かく、大まかになど目
的に応じてはさみやカッターナイフ、デ
ザインナイフなどを選

せん

択
たく

する。

仕上げの用具には、ドレッサー、紙やす
り、磨

みが

き剤
ざい

など材料の表面を削ったり磨い
たりするものと、ニスやクリアラッカー、
ワックスのように表面に塗

ぬ

って保護をする
ものがある。

ものとものをつなげる方法には、物理的に
糸で縫

ぬ

ったりひもで縛
しば

ったり、ねじやくぎで
つなげる接合と、化学的に接着剤で貼るなど
の接着がある。両方使うことによって強度が
さらに増す。

木版画P.58~59 木や石を彫るP.68~69

木や石を彫るP.68~69

木でつくるP.72~75

木でつくるP.72~75

紙でつくるP.84~85

金属でつくるP.76~77

金属でつくるP.76~77

切る・削る

接合・接着

ラジオペンチ

ペンチ

ニッパー

スプレーのり

でんぷんのり

グルーガン

グルー

液状のり

スティックのり

木工用接着剤
（酢酸ビニル樹脂系）

速
そっ

乾
かん

接
せっ

着
ちゃく

剤
ざい

（合成ゴム系）

エポキシ樹
じゅ
脂
し
系
けい

接着剤
（二つを混ぜて使う）

発
はっ
泡
ぽう
スチロール、スチ

レンボード用接着剤
（合成ゴム系）

瞬
しゅん

間
かん

接着剤
（シアノアクリレート系）

多
た

用
よう

途
と

接着剤
（シリル化ウレタン系）

たこ糸

針金

糸や針

両面テープ

クラフトテープ

布テープ

ビニルテープ

ひも

マスキングテープ

セロハンテープ 磨き剤
（ピカール）

プラスチックへら

ラッカー
スプレー

磨き剤
（コンパウンド）

ニス

紙やすり

耐
たい

水
すい

ペーパー

ドレッサー

スチールウール

ウッドパテ

ワックス

ホチキス
（ステープラー）

リベット（びょう）

輪ゴム

割りピン

くぎ

ねじ

ドライバー L型クランプ

C型クランプ

金づち

仕上げる

・刃
は
は1～2目盛りだけ出し、カッターマット
などを敷

し
いて使う。

・細かく切るときは鉛
えん
筆
ぴつ
と同じように持

ち、厚いものを切るときは上から押
さえるように持つ。

・直線を切るときは、刃を定規に
垂直に当て、手前に引くよ
うに動かす。

　紙やすりは、主に木材の形を整えたり、
表面のささくれなどを削ってなめらかに仕
上げたりするときに使用する。耐

たい
水
すい
ペーパー

は、主に金属や樹脂などに使用する。耐水
性で水で洗いながら使用することで目

め
詰
づ
ま

りを防ぐ。

■ カッターの扱
あつか

い方

■ 接
せっ

着
ちゃく

剤
ざい

適合表

●刃物の使用にあたっては刃の進む方
向に手を置かない。
●使わないときは必ず刃をしまう。
●刃を出し過ぎると刃が折れたり、手
を切ったりするので危険。

■ 紙やすりと耐
たい

水
すい

ペーパーの違い

■ いろいろな接合方法

のこぎり

デザインナイフ

直定規

カッターナイフ

接
せっ

着
ちゃく

剤
ざい

・のり

アクリル用カッター

円切り用カッター

さしがね

彫
ちょう

刻
こく

刀
とう

切り出し小刀
きり

くりこぎり

ハンドドリル

糸のこぎり

！ 注意

●やけどに注意する。

　ものづくりには、はさみやのこ
ぎり、金づちなどさまざまな用
具が欠かせません。それらの用
具は、使用する材料の違いや、制
作の工程に合わせて使い分ける
ことが必要です。用具の特性を
知り、意図に応じて選び表現して
みましょう。

軍手

革
かわ

製
せい

手
て

袋
ぶくろ

保護メガネ

防じんマスク

事故防止のために、作業内容に合った服装と、安全な環
かん

境
きょう

づくりを心がける。 

！ 注意

テープ

■ 作業に適した動きやすい服、
　 履

は

き物
もの

を着用する。
必要に応じて使用する

■ 長い髪
かみ

はまとめる。

　作業場所の機械や用具、材料、
ゴミなどを整理整

せい

頓
とん

する。

　スプレーや溶
よう

剤
ざい

には有害物質
が含

ふく

まれているので換気をよくし
た場所で使用する。

■ 作業場所を整える。

■ 換気をする。

・機械や用具の取
とり

扱
あつかい

説明書をよ
く読み、使い方、保管、安全に
ついて正しく理解する。
・機械や用具は使用前に劣

れっ

化
か

して
いないか点検する。
・薬品アレルギーなどがある場合
は、必ず申

しん

告
こく

し、使用しない。
・引火の危険のあるものは、バー
ナーやストーブなどの火器の近
くでは使用しない。
・用具や廃

はい

材
ざい

、廃液を処分すると
きは、自治体の指示に従う。

さらに気をつけたいこと

細かく切るとき 直線を切るとき

厚いものを切るとき

留める

はんだごて

はんだ

他教科

接合P.73、77

印をつくるP.83

　　　制作メモ　

●塗
と
料
りょう
を塗った後は乾

かん
燥
そう
するまでホコリ

やゴミがつかないように気をつける。

　　　制作メモ　

●紙やすりや耐
たい
水
すい
ペーパーは材料の状

じょう
況
きょう

に応じて目の粗
あら
さ（番手）を選択する。

紙やすりの番手と用途P.73

美
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

30 31　 美のガイダンス

自動車のデザイン

フェラーリ 「エンツォ」のスケッチ

構想を形に
　生活で使うものをつくる際は、使われる場所や場面、使う人の気持ちなどをも
とにアイデアをふくらませて制作を進めることが大切です。さらに、つくったもの
を実際に使用して使いやすさを確かめるなど、見直し、改良にも挑

ちょう
戦
せん
してみましょう。

アイデアをふくらませる

調べる・話し合う

発　想

・デザインのコンセプト
・アイデア展開

・マーケティング
・リサーチ（調査）

・防水性
・通気性
・すぐ乾

かわ
く

・すべらない
・脱げ

ぬ
にくい

魚
ぎょ

拓
たく

サンダル（むろと廃
はい

校
こう

水族館） 両方から履けるサンダル（ファイン）

模型で形を探
さぐ

っていく
フェラーリ 「エンツォ」のためのアイデアスケッチ

1 卵つと
[藁
わら
／約53cm／2014年]

寺
てら
山
やま
紀
のり
彦
ひこ
  [1977年～・栃木県]

芝
しば

生
ふ

サンダル（KUSASHOES） ガンジーサンダル（ティラキタ）

・やわらかい
・足が痛くない
・洗える
・汗を
あせ

吸う

・脱ぎ履き
  しやすい
・安全　
・やわらかい

つくってみる・試
ため

してみる

構想、形にする 見直す・改良

・試作
・ユーザビリティチェック

・ゴム
・EVA樹

じゅ
脂
し

 （バスマット
　などに使わ
　れる素材）
・コルク　　
　など？

・布
・紙

着られなくなっ
た服を再利用す
ることにした。

・メッシュ素材
・面ファスナー
・ポリ塩化ビニル
 （クッション性）
・布　　　
　など？

　工業製品のデザインを行う奥
おく
山
やま
清
きよ
行
ゆき
[1959 年～・山形県]は、アイデアスケッチを

何度も繰
く
り返すことで、頭の中のアイデアを見える形にしていったり、手

て
描
が
きの線から

新しいイメージをふくらませたりする。
　また、使用方法や製造方法、材料からヒントを得る。伝統工芸の技術による独特な
質感から発想した新しい提案を行うこともある。

やわらかすぎるの
で、もっとしっか
りとした素材に変
える。

脱げやすいので、
かかとの側にも
ひもをつける。

★室内でゆったり履けるおばあちゃんのためのサンダル

★プール遊びに行くためのサンダル

★履
は

くことが楽しくなる子どものためのサンダル

■ さまざまなサンダル

■ 運ぶものから考える

■ 持ちやすくするアイデア

■ 伝統的な風
ふ

呂
ろ

敷
しき

で包む

四角いものの包み方

発想

構想

形に
する

見直す
・改良

目的や機能を形にするデザイン

 「運ぶ」をデザインする

 「履
は
く」をデザインする

脱ぎ履き
しやすいように、
ひもをゴムひもに
変える。

実際のデザインの現場ではどのように形にしていくのだろうか。

美のガイダンス

生活のデザインP.152~153

アイデアを考えるポイントP.28

加工するP.84

P.177 美術を生かした仕事

構想を形に

❶風呂敷の中心に、
箱などを置く。

❹左右の端を持ち、
中央に持っていく。

❷風呂敷の下の端
はし
を

持って、箱をくるむ。

❺最後に、真結び※　
をする。

※一度結んだあと、
二度目は一度目と反
対の方向に結ぶこと。
　固結び、本結びと
もいう。運ぶときに
ほどけにくくなり、ほ
どきたいときにはほど
きやすい方法。

❸風呂敷の上の端を
持ち、箱の上にかぶ
せる。

自分の発想・構想したことを実現するためには、どんな用
具などをどう使うのか。まず自分で調べてみるなど、主体

的な活動としても大切にしたいことです。

美術科の目標に「造形の見方・考え方を働かせ」とあるよ
うに、「ものをとらえる」は美術の学習のすべてに関わるこ

とです。いつもとは少し違った視点で対象を見るだけで、新しい発
見があることに気付かせる指導が大切です。

美
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

32 33　 美のガイダンス

イメージでとらえる

測って描く

■ シルエットで

動きや勢いと向き合う

　さまざまな角度からよく観察して、大きな面で形をとらえよう。

　ピーマンの部分
ごとの質感の違

ちが
い

を比べてみよう。

対象と向き合う

対象と向き合う
美のガイダンス 　ものを描

えが
いたり、つくったり、作品を鑑

かん
賞
しょう
したりするとき、必要とされる力の一

つに、対象と向き合い、その特
とく
徴
ちょう
を把

は
握
あく
する能力があります。いろいろな視点や

方法から豊かに対象をとらえ、表現や鑑賞の楽しさや喜びにつなげてみましょう。

粘土でつくるP.64~66

全 体

ものと向き合う

部 分

　大まかに形をとることを「あたりをとる」という。
画面の中にどのように入れるか考えてみよう。

■面から

■大まかな形や比率から ■構造から

■質感から

　身の回りにあるものをよく観察してみよう。何に見えてくるだろう？

　基本の姿勢は、体をモチーフ（描く対象）の方に向け、背筋を伸
の
ばし、

目の高さを固定し、画面とモチーフがすぐ隣
となり
に見えるようにする。

測り棒を使う
描
えが

くときの姿勢
見取り枠

わく

を使う

1にわとり（赤頭）
［ミクストメディア／高さ45.6cm／2010年］ 

淀
よど

川
がわ

テクニック　カルトン（画板）を使って机で描
えが

く場合。
　イーゼルを使う場合。

　長さや比率などを測ったり、構図を考えたりするときに使用。鉛
えん
筆
ぴつ
な

どの長いものや、自分の手で枠をつくって代用してもよい。

■ 変化させながら（針金で表現）

ものをとらえる

動きや勢いを
とらえる

■ 形や重心で（粘
ねん

土
ど

で表現）上から 横から

　形や大きさ、重さ、やわらかさ、
におい、触

さわ
り心

ご こ ち
地などを感じよ

う。

　植物の場合、花弁などの
形が果実の形に関係してい
ることがある。
　なぜそのような形になって
いるのか考えてみよう。

　動きは個々の
ポーズの連続であ
ることに着目して
みよう。

■触
さわ

ってみよう ■形の成り立ち

■ 見立て

他教科

日常の中にヒントP.166

スケッチからはじめようP.34~35 鉛筆で描くP.36~37

スケッチから構成しようP.89

形をとらえるP.37

質感を表すP.37

人物をつくるP.65

影絵P.15

野菜をつくろう　木彫P.68

ものの表情をとらえるP.67

材料を組み合わせてP.71

人物を描くP.48~51 静物を描くP.52~53

イラストレーションP.86~87

粘土でつくるP.64~66

主題と構図P.54

〇構想を形に P.30-31

こんなページがほしかった！　授業で「モチーフをよく見ましょう」
と言うけど、具体的に何を、どう見たら良いのか、わからない生
徒が多いと思います。モチーフをとらえるコツがわかるはずです。

〇対象と向き合うP.32-33

用具を使う時、まず安全の確認は必要不可欠です。また、ひと
言で「接着する」と言っても、何と何をくっつけるかで選ぶ接着
剤は変わるので「接着剤適合表」は役立ちます。

〇用具大図鑑 P.24-25

横田先生への
質問
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