
田
嶋
淳
さ
ん
が
書
か
れ
た
「
組
版
ソ
フ
ト
と
ワ
ー
プ
ロ
は
違
う
も
の
で

す
よ
と
い
う
話
」〔「
電
書
魂
」
２
０
２
２
年
８
月
19
日
付
、
資
料
1
参
照
〕

に
刮
目
し
た
。

全
文
を
読
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で
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は
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〔
引
用
部
傍
点
は
引
用
者
〕。
こ
れ
が
混
同

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
こ
こ
20
年
近
く
の
印
刷
組
版
デ
ー
タ
制
作
現
場

の
苦
労
の
一
因
」
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
私
は
、
同
意
す
る
。

田
嶋
さ
ん
は
歴
史
を
振
り
返
り
、「
活
版
印
刷
の
時
代
（
そ
の
後
の
電

算
写
植
機
の
時
代
も
）
に
は
、
本
の
版
面
制
作
は
「
工
場
で
職
人
が
行
う

し
か
な
い
作
業
」」
だ
っ
た
も
の
が
、
Ｄ
Ｔ
Ｐ
の
普
及
で
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｔ
Ｐ
は
組
版
処
理
に
必
要
な
機
材
コ
ス
ト
お
よ
び
人
的
コ
ス
ト

を
大
幅
に
低
減
化
さ
せ
た
功
績
が
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
組
版
の
プ

ロ
の
領
域
の
仕
事
と
そ
う
で
は
な
い
前
作
業
の
領
域
の
境
目
を
わ
か

り
に
く
く
も
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
何
が
起
き
た
か
と
い
う
と
、
本

来
な
ら
前
作
業
の
段
階
で
終
わ
ら
せ
て
お
く
べ
き
推
敲
や
原
稿
整
理

を
組
版
工
程
に
入
っ
て
か
ら
行
う
例
が
後
を
絶
た
な
く
な
っ
た
わ
け

で
す
。

ま
っ
た
く
異
議
な
し
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
嶋
さ
ん
は
、

「
本
の
制
作
で
推
敲
や
原
稿
整
理
な
ど
の
「
設
計
」
に
あ
た
る
工
程
と
、

そ
の
あ
と
の
組
版
処
理
、「
施
工
」
に
あ
た
る
部
分
は
分
け
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

活
版
印
刷
で
は
、
文
選
工
が
漢
字
や
仮
名
の
活
字
を
ひ
ろ
い
、
植
字
工

が
こ
れ
を
版
に
組
み
上
げ
た
（
工
程
と
し
て
は
も
う
ひ
と
つ
、
あ
と
工
程

と
し
て
解
版
が
あ
る
）。
手
動
写
植
は
、
文
選
と
植
字
を
ひ
と
り
で
こ
な

せ
る
よ
う
に
し
、
解
版
を
な
く
し
た
。
電
算
写
植
も
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。

こ
こ
ま
で
は
依
然
と
し
て
プ
ロ
の
仕
事
だ
っ
た
。
が
、
文
字
入
力
は
、
こ

の
こ
ろ
か
ら
急
速
に
普
及
し
た
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
な

り
、
素
人
に
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
編
集
者
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
組

版
の
指
定
を
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
丸
投
げ
す
る
こ
と
も
多
く
な
る
。
こ
の
あ
た

り
が
、
田
嶋
さ
ん
の
指
摘
す
る
、
組
版
ソ
フ
ト
と
ワ
ー
プ
ロ
と
の
混
同
の

始
ま
り
で
あ
り
、「
プ
ロ
の
領
域
の
仕
事
と
そ
う
で
は
な
い
前
作
業
の
領

域
の
境
目
を
わ
か
り
に
く
く
」
し
た
始
ま
り
だ
っ
た
。
プ
ロ
で
な
い
人
び

と
の
入
力
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
プ
ロ
の
校
正
者
の
目
を
通
す
の
が
よ
い
の

だ
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
組
版
の
現
場
に
流
れ
込
ん
だ
。
か
て
て
加
え

て
、
組
版
の
指
定（
場
合
に
よ
っ
て
は
施
工
ま
で
）
を
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、

た
と
え
レ
イ
ア
ウ
ト
ソ
フ
ト
の
プ
ロ
で
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
組
版
の
プ
ロ

で
は
な
か
っ
た
（
場
合
も
少
な
く
な
い
）。
こ
れ
が
、
組
版
現
場
の
混
乱
、

混
迷
に
拍
車
を
か
け
た
。
印
刷
会
社
は
90
年
代
以
降
、
社
内
か
ら
組
版
を

切
り
捨
て
（
る
と
こ
ろ
が
多
く
）、
入
稿
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
そ
の
マ
マ
「
刷

る
」
だ
け
に
な
っ
て
い
っ
た
。
分
業
と
協
業
は
、
助
け
合
い
や
協
力
と
と

も
に
厳
し
い
緊
張
（
と
き
に
対
立
も
）
の
な
か
で
、
互
い
に
無
理
難
題
と

も
思
え
る
課
題
に
取
り
組
み
、
伝
統
的
な
読
み
や
す
さ
と
創
造
性
を
結
び

つ
け
た
組
版
を
生
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
何
で
も
ひ
と
り
で
で
き
る
（
素

人
に
で
も
、
と
も
み
え
る
）
Ｄ
Ｔ
Ｐ
は
、「
と
り
あ
え
ず
で
き
る
こ
と
」

で
打
ち
止
め
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
、
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
て
、

生
み
出
さ
れ
た
組
版
の
姿
か
ら
は
、
プ
ロ
の
作
っ
て
き
た
「
端
正
な
格
子
」

「
明
確
な
階
層
」
が
弱
く
な
っ
て
、
今
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
づ
く
り
の
設
計
と
施
工
、
さ
ら
に
組
版
自
体
の
設
計
と
施
工
を
、
で

き
れ
ば
人
的
に
も
分
け
、
責
任
と
権
限
を
明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
橋
渡

し
に
点
検
（
校
正
）
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
る
〔
資

料
２
参
照
〕。

田
嶋
さ
ん
の
問
題
提
起

　
　

組
版
ソ
フ
ト
は
ワ
ー
プ
ロ
と
は
違
う
も
の
で
あ
る

る
だ
ろ
う
。

「
原
稿
は
完
成
原
稿
で
」
と
い
う
理
屈
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
組
版

さ
れ
た
姿
を
見
て
推
敲
を
重
ね
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
ば
か
り
か
、

大
切
な
こ
と
だ
。
情
報
の
力
は
〝
組
む
〞
こ
と
に
よ
っ
て
強
め
る
こ
と
も

弱
め
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
か
ら
、
流
し
込
ん
で
そ
の
ま
ま
で
は
決
し

て
よ
い
本
は
で
き
な
い
。
流
し
込
み
は
、
仕
事
の
お
わ
り
で
は
な
く
始
ま

り
で
あ
る
。
原
稿
整
理
で
は
組
み
方
向
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

全
角
と
半
角

書
き
手
や
編
集
者
が
文
を
書
く
、
文
字
を
打
つ
と
き
に
「
半
角
」
と
し

て
意
識
し
て
い
る
も
の
は
半
角
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

。
和
文
組
版
は
、
正
方
形
の
文

字
を
積
み
重
ね
た
「
端
正
な
格
子
」
が
土
台
で
あ
る
。
単
位
は
、
字
幅
（
字

送
り
方
向
の
文
字
の
寸
法
）
の
全
角
、
半
角
、
四
分
…
…
で
あ
る
。
し
か

し
、
書
き
手
や
編
集
者
が
「
半
角
」
と
し
て
意
識
し
て
い
る
も
の
は
、

編
集
者
の
使
っ
て
い
る
言
葉
は
、
組
版
や
印
刷
、
製
本
の
人
び
と
と
同

じ
言
葉
な
の
だ
ろ
う
か
。
指
定
や
入
稿
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
始

ま
り
で
あ
る
。
簡
単
明
瞭
な
言
葉
で
の
や
り
取
り
が
で
き
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
縦
組
み
の
人
文
書
を
つ
く
る
場
合
を
想
定
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

組
み
方
向

書
き
手
や
編
集
者
は
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
ワ
ー
プ
ロ
で
文
を
書
き
、
推

敲
す
る
。
た
い
て
い
は
横
書
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
組
版
者
は
、

組
版
ソ
フ
ト
で
縦
組
み
の
画
面
を
見
な
が
ら
仕
事
を
す
る
。
感
覚
が
違

う
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
洋
数
字
と
漢
数
字
を
め
ぐ
る
表
記
問
題
が
あ
る
。

〝
組
む
〞
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
に
は
新
た
な
情
報
が
加
わ
り
、

横
書
き
で
考
え
て
い
た
書
き
手
や
編
集
者
の
頭
脳
は
、
縦
組
み
の
姿
を
見

て
新
た
に
動
き
始
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
和
欧
混
植
に
と
も
な
う

欧
字
横
転
も
、
実
際
の
姿
を
み
て
改
め
て
違
っ
て
受
け
と
め
る
こ
と
も
あ

編
集
者
の
た
め
の

組
版
講
座（
第
４
回
）
　

編
集
か
ら
見
た
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
の
問
題
点�

二
〇
二
二
年
一
二
月
七
日
　
読
書
人

前
田
年
昭
　
　

実
際
は
日
本
語
入
力
を
オ
フ
に

し
た
状
態
で
入
力
し
た
文
字
や

記
号
符
号
な
の
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
フ
ォ
ン
ト
に
よ
る
固
有

の
字
幅
を
持
つ
。
た
と
え
ば
ス

ペ
ー
ス
は
欧
文
ス
ペ
ー
ス
で
あ

り
、
和
文
組
版
か
ら
見
れ
ば
、

約
三
分
で
あ
る
。

区
切
り

　
業
態
の
変
化
は
分
業
を
変
え
た
。
編
集
者
に
と
っ
て
の
組
版
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
分
担
と
責
任
を
め
ぐ
る
混
乱
で
も
あ
る
。
か
つ
て
の

印
刷
工
場
は
、
個
々
の
工
程
と
そ
の
担
い
手
が
、
機
械
の
一
つ
ひ
と
つ
の
歯
車
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
協
業
だ
っ
た
。
印
刷
・
出
版

が
個
々
人
の
手
に
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
で
も

―
独
り
出
版
社
で
あ
っ
て
も

―
問
題
は
同
じ
で
あ
る
。
誰
が
ど
こ
で
決
裁
す
る
の
か

を
明
確
に
し
た
チ
ー
ム
で
な
け
れ
ば
、
丈
夫
で
読
み
や
す
い
本
（
端
正
な
格
子
、
明
確
な
階
層
）
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

書
き
手
や
編
集
者
は
組
版
者
と
共
通
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か

度重なる工程の見直しは組版、校正、印刷、製本と

いった後工程までを巻き込み、本づくりの行き先を見
失わせる。成り行きまかせのページの増減は本そのも

のを破綻させかねない。「二度手間」はチームの士気
をそぎ、ミス発生の原因にもなる。編集者が本作りの

総監督なら、工程表が羅針盤、台割はシナリオといえ

る。

量の割り出し

ページ数はどう割り出すか。持ち込まれたワードの

プリント原稿はあくまで参考にすぎない。テキスト文
字数をカウント（https://sundryst.com/convenienttool/
strcount.html）し、基本設計案のページ当たり文字数
で割る。これに見出しや図版などの分を割り増しした

ものが概算の基本になる。割り増し分には、表紙、前
付（口絵、献辞、序文、凡例、目次）、後付（付録、
索引、あとがき、奥付）があり、章起こしスタイルが

見開き起こしか片起こしかなどもページ数に影響を与
える。

台割

台割は、シナリオである。印刷会社への入稿の際は、
台割表も同時に渡す。右綴じの本なら右から左へ、左
綴じの本なら左から右へ、レビューシートとして書く。
流れを正確につかむためには現実に近づけたほうがよ

いからだ。視覚単位である見開きごとに、裁ち切り図
版の配置もしっかり書き込む。章の起こしを、見開き

起こしにするのか片起こしにするのかも、ここで再確
認する。初めに考え方をきっちり定めることと、それ

を途中で組みなおすことは対立ではない。仮台割を改
訂しながら決定台割へ仕上げていく。総ページをひと

折りのページの整数倍にまとめていく。
新組から初校、再校と進めていく際に、編集者と校
正者は、文字があふれた場合の処理（あふれさせてお

くのか、ページを追加しておさめていくのか）につい

ても確認が必要である。一般的にいえば、広域調整や、
例外的な詰め込みなどの処理は、最後の赤字直しの際
におこない、はじめの段階ではやらないことである。

工程表

工程表は羅針盤である。その中で、編集、組版、校
正等それぞれの工程の責任と権限の境界線を決めてお

く。例えばデータの保管者は誰か。印刷会社への入稿
責任者は誰か、などである。個々の進行に遅れが生じ

たときの処理で気を付けることは、小刻みに何回も先
おくりしないことである。日程の組み替えは、1回か

ぎりで、これなら大丈夫と確信のもてる時間を相談し

て思い切って延ばすほうが、お互いの傷は浅く済む。

校正

他者に申し送りする場合だけでなく、自分で直す場
合も、赤字校正を必ず記し、残す習慣が大切である。

組
版
に
よ
る
情
報
の
変
化
で
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
は
、
区
切
り
で
あ

る
。
ペ
ー
ジ
と
ペ
ー
ジ
（
見
開
き
内
、
め
く
っ
た
次
）、
章
と
節
、
段
落

と
段
落
、
文
と
文
、
文
字
と
文
字
…
…
、
読
み
手
が
戸
惑
い
途
切
れ
る
こ

と
な
く
読
み
進
め
る
（
連
続
）
こ
と
と
、
階
層
の
違
い
が
は
っ
き
り
と
と

ら
え
ら
れ
る
（
切
断
）
こ
と
と
が
ひ
と
つ
に
統
合
さ
れ
る
、
そ
の
加
減
が

組
版
の
よ
し
あ
し
を
決
め
る
。
連
続
を
支
え
る
の
が
「
端
正
な
格
子
」
で

あ
り
、
区
切
り
を
明
確
に
す
る
「
明
確
な
階
層
」
と
あ
わ
せ
て
、
読
み
や

す
さ
を
つ
く
り
だ
す
。
組
版
ル
ー
ル
の
柱
は
、
孤
立
を
防
ぐ
技
術
で
あ
り
、

そ
の
具
体
例
が
、
ペ
ー
ジ
末
や
行
末
の
禁
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た

と
え
ば
行
末
禁
則
対
象
文
字
は
、
本
の
性
格
、
読
者
対
象
、
１
行
の
文
字

数
な
ど
に
よ
っ
て
、
本
ご
と
に
決
め
ら
れ
、
変
わ
っ
て
よ
い
。
千
篇
一
律

な
ル
ー
ル
は
な
く
、
ま
し
て
、
和
文
組
版
の
基
本
の
決
め
ご
と
を
指
し
て

「
弱
い
禁
則
」
な
ど
と
名
づ
け
る
の
は
不
見
識
き
わ
ま
り
な
い
。

調
整

Ｄ
Ｔ
Ｐ
で
は
基
本
設
計
が
確
定
し
、
本
文
を
流
し
込
め
ば
、
あ
る
程
度

正
確
な
ペ
ー
ジ
数
が
つ
か
め
る
。
微
調
整
な
ど
に
よ
っ
て
、
め
あ
て
の
ペ

ー
ジ
数
に
収
め
る
こ
と
も
可
能
だ
。
し
か
し
、
調
整
は
あ
く
ま
で
微
調
整

に
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
る
。
収
め
る
た
め
に
、
本
文
文
字
サ
イ
ズ
を
13
級

か
ら
12
級
に
す
る
と
い
う
の
は
微
調
整
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
13
級
の

本
文
と
12
級
の
本
文
と
で
は
、
本
の
イ
メ
ー
ジ
（
雑
誌
で
は
記
事
の
イ
メ

ー
ジ
）
が
か
な
り
違
う
か
ら
だ
。
技
術
的
に
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
コ
ピ

ー
機
で
Ｂ
４
判
を
Ａ
４
判
に
縮
小
す
る
よ
う
に
は
本
の
基
本
設
計
は
で
き

な
い
。
思
い
切
っ
て
基
本
設
計
か
ら
や
り
直
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

階
層
と
書
体

「
明
確
な
階
層
」
は
文
字
選
び
で
も
明
確
な
判
断
規
準
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
洋
数
字
の
書
体
を
選
ぶ
場
合
、
索
引
や
指
示
参
照
の
ノ
ン
ブ
ル
数
字

は
、
各
ペ
ー
ジ
の
ノ
ン
ブ
ル
編
集
と
は
に
使
っ
て
い
る
書
体
と
同
じ
も
の

に
す
る
。
本
文
の
洋
数
字
書
体
と
は
区
別
す
る
。

文
字
は
、
抽
象
的
な
字
体
か
ら
順
に
具
体
的
な
も
の
に
降
り
て
い
き
フ

ォ
ン
ト
に
行
き
つ
く
。
フ
ォ
ン
ト
の
字
が
並
ん
で
行
を
つ
く
り
版
面
を
つ

く
っ
て
、
文
字
は
意
味
を
読
み
手
に
届
け
る
。
書
か
れ
た
言
葉
は
、
け
っ

し
て
話
さ
れ
た
言
葉
の
写
し
な
ど
で
は
な
い
。

組
版
と
は
、
書
か
れ
た
言
葉
の
階
層
を
明
確
に
し
、
論
理
を
整
頓
し
て

印
刷
物
の
版
を
つ
く
る
技
芸
で
あ
る
。
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
編
集

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〔
資
料
３
、４
参
照
〕。
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