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シ
リ
ー
ズ
「
こ
と
ば
の
た
め
に
」（
岩
波
書
店
）
で
は
、

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
五
つ
の
丸
い
穴
が
穿
た
れ
、
U
V

加
工
さ
れ
た
表
紙
の
著
者
名
（
荒
川
洋
治
・
加
藤
典

洋
・
関
川
夏
央
・
高
橋
源
一
郎
・
平
田
オ
リ
ザ
）
が

穴
か
ら
の
ぞ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

奇
抜
さ
を
狙
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
加
藤
典
洋
は
編

集
委
員
を
代
表
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
ん
な
時
代
で
も
、こ
と
ば
は
「
す
じ
こ
」
を
「
い

く
ら
」
に
ほ
ぐ
す
と
き
み
た
い
に
、
私
達
を
「
ひ

と
り
ひ
と
り
」
に
ば
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
孤
独
に

す
る
。
そ
れ
が
こ
と
ば
の
よ
い
と
こ
ろ
。
さ
あ
、

手
に
と
っ
て
下
さ
い
、
五
冊
の
こ
の
、
ば
ら
ば
ら

な
本
を
。

五
人
の
著
者
「
ひ
と
り
ひ
と
り
」
を
、「
い
く
ら
」

に
ば
ら
す

│
そ
ん
な
仕
掛
け
を
、
シ
リ
ー
ズ
最
終

巻
『
こ
と
ば
の
見
本
帖
』
に
用
意
し
て
お
い
た
。

最終巻『ことばの見本帖』で、
五人の著者を「いくら」にばらす。
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ま
え
が
き

　

手
近
な
辞
書
で
「
装
丁
」
を
引
く
と
、「
書
物
を
綴と

じ
て
、
表
紙
・
扉
・
カ
バ
ー
・
外
箱
な
ど
を
つ
け
、
意
匠
を

加
え
て
本
と
し
て
の
体
裁
を
飾
り
整
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
意
匠
。
装
本
。」（
大
辞
林
）
と
あ
る
。

　
「
装
丁
」
を
な
り
わ
い
と
し
て
十
数
年
が
経
つ
が
、
こ
の
仕
事
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

装
丁
展
を
開
く
と
、
こ
ん
な
質
問
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

「
た
く
さ
ん
の
本
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
ね
。
こ
の
表
紙
を
す
べ
て
描
か
れ
た
ん
で
す
か
」

「
い
え
、
絵
を
描
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
」

「
で
は
本
を
書
か
れ
る
ん
で
す
か
」

「
い
え
、
本
を
書
く
の
は
著
者
で
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
の
が
編
集
者
で
す
」

「
で
は
表
紙
の
字
を
書
く
ん
で
す
か
」

「
い
え
、
表
紙
に
使
わ
れ
て
い
る
文
字
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
」

「
で
は
、
い
っ
た
い
あ
な
た
は
何
を
し
て
い
る
ん
で
す
か
」

「
え
ー
と
、
そ
れ
は
で
す
ね
…
…
」



4

　

こ
う
し
た
や
り
と
り
に
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
を
三
次
元
の
「
物モ

ノ

」
と
し
て
立
ち
上
げ
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
な
ん
て
、
一
般
読
者
に
は
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　

装
丁
を
建
築
に
た
と
え
れ
ば
、
話
は
多
少
わ
か
り
や
す
い
。
建
築
は
住
ま
う
者
を
外
界
か
ら
守
る
「
保
護
材
」
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
住
ま
う
者
の
生
き
方
を
表
出
し
、
規
定
す
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
建
築
は
建
築
家
抜
き
に
存
在
し
得
な
い
が
、
建
築
家
が
実
際
に
大
工
や
左
官
を
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
居
住
性
や
デ
ザ
イ
ン
、
予
算
的
な
制
約
も
勘
案
し
て
建
築
全
体
の
プ
ラ
ン
を
組
み
上
げ
る
の
が
建
築
家
の

役
目
だ
。
だ
か
ら
、
装
丁
家
を
「
書
物
の
建
築
家
」
に
な
ぞ
ら
え
て
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
独
創
的
な
ブ
ッ
ク
デ

ザ
イ
ン
を
切
り
拓
い
た
杉
浦
康
平
が
建
築
科
出
身
な
の
も
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
。

　

建
築
と
同
様
、
装
丁
に
お
い
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
の
独
創
性
ば
か
り
で
な
く
、「
住
ま
う
者
（
＝
テ
ク
ス
ト
）
」
を
生

か
す
機
能
性
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
、「
保
護
材
」
と
し
て
の
確
固
と
し
た
構
造
（
＝
造
本
）

を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
一
口
に
「
装
丁
」
と
い
っ
て
も
、
実
際
の
作
業
に
お
い
て
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
知
識
と
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
建
築
を
必
要
と
す
る
の
は
、
人
間
が
身
体
を
持
つ
か
ら
だ
。
身
体
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も

雨
風
を
し
の
ぐ
必
要
な
ど
な
い
。
現
在
、
書
籍
電
子
化
に
伴
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
事
態
は
ど
う
だ
ろ
う
。
紙
や
イ
ン

キ
と
い
っ
た
物
質
性
、
い
わ
ば
〝
身
体
〞
を
失
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
も
は
や
装
丁
を
必
要
と
し
な
い
。
書
籍
電
子
化
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は
、
装
丁
家
の
存
在
理
由
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
。
だ
か
ら
本
書
で
も
、
そ
こ
こ
こ
で
書
籍
電
子
化
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
。「
商
売
敵が

た
き」
と
い
う
気
持
ち
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
電
子
ブ
ッ
ク
が
読
書
と
い
う
行

為
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
冷
静
に
考
え
て
み
た
つ
も
り
だ
。

　

本
書
は
、
装
丁
や
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
関
心
の
あ
る
方
、
書
籍
編
集
や
販
売
に
携
わ
る
方
、
さ
ら
に
広
く
書
物
に

関
心
の
あ
る
方
々
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、「
装
丁
・
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
粘
土
板

か
ら
電
子
ブ
ッ
ク
に
い
た
る
ま
で
の
書
物
の
歴
史
を
た
ど
り
つ
つ
、
考
え
て
み
た
。

　

第
二
章
は
、
普
段
は
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
本
づ
く
り
の
「
現
場
」
を
通
し
て
、
具
体
的
に
「
装
丁
と
い
う
仕

事
」
を
追
っ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

　

第
三
章
以
降
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
づ
く
り
の
体
験
と
、
書
物
に
お
け
る
装
丁
の
立
ち
位
置
、
わ
た
し
が
装
丁
家
に

な
っ
た
い
き
さ
つ
な
ど
、
よ
り
多
様
な
視
点
か
ら
「
装
丁
と
い
う
仕
事
」
を
考
え
る
。

　

全
体
は
五
章
か
ら
な
る
が
、
ど
こ
か
ら
で
も
お
読
み
い
た
だ
け
る
よ
う
、
用
語
・
人
名
索
引
を
付
し
、
造
本
・
装

丁
に
関
す
る
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。　

まえがき
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＊
凡
例

﹇
1
﹈
引
用
文
献
は
、
書
名
、
著
者
名
、
出
版
社
名
、
刊
行
年
の
順
で
記
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
巻
末
の
「
参
考
文
献
」
に
挙
げ
た
文
献
に
つ
い
て
は

出
版
社
名
、
刊
行
年
を
省
略
し
た
。

﹇
2
﹈
注
記
は
、
短
い
も
の
は
本
文
注
と
し
、
長
い
も
の
、
用
語
解
説
的
な

も
の
は
頭
注
と
し
た
。
ま
た
略
歴
等
は
割
注
に
し
て
本
文
に
組
み
入
れ
た
。

﹇
3
﹈
桂
川
潤
が
装
丁
し
た
本
は
、
書
影
に
装
丁
者
名
を
付
さ
な
い
。
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あ
れ
こ
れ 
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「
物モ

ノ

で
あ
る
本
」を
考
え
る
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装
丁
？  

装
幀
？  

ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
？

　

ま
え
が
き
に
も
書
い
た
が
、「
装
丁
」
と
い
う
仕
事
を
ひ
と
こ
と
で
説
明
す
る
の
は
、
案
外
と
難
し
い
。

　

ち
ょ
っ
と
恰
好
を
つ
け
て
「
装
丁
」
を
説
明
す
る
な
ら
、
わ
た
し
の
頭
に
は
、〝interface

＝
境
界
面
〞
と
い
う

言
葉
が
浮
か
ぶ
。
装
丁
は
、
著
者
と
読
者
の
接
点
で
あ
り
、
双
方
向
に
開
か
れ
て
い
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
両
者
の

〝 inter 
＝
間
〞
に
位
置
す
る
存
在
だ
。
と
同
時
に
、
装
丁
は
、〝 face 

＝
本
の
「
顔
」〞
で
も
あ
る
。
本
を
手
に
す

る
瞬
間
、
書
名
や
著
者
名
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
を
包
み
こ
む
色
や
素
材
、
図
像
が
記
憶
さ
れ
る
。
こ
の
顔
は
、
し

か
し
、
好
き
勝
手
に
作
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
で
は
、
装
丁
に
デ
ザ
イ
ン
的
、
広
告
的
要
素
は
欠
か
せ
な
く
な

っ
て
い
る
が
、
書
物
の
装
丁
は
、
C
D
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ン
や
商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
と
は
異
な
る

「
何
か
」
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
込
む
感
受
性
と
緊
張
感
＝
〈
共
感
と
批
評
〉
だ
。

　

装
丁
は
テ
ク
ス
ト
へ
の
共
感
で
は
あ
っ
て
も
「
解
説
」
で
は
な
い
。
完
成
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
論
理
的
に
説
明
で

き
る
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
い
い
装
丁
の
条
件
で
は
な
い
。
あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
、
テ
ク
ス
ト
を
「
書
物0

」
と

し
て
、
具
体
的
に
「
物モ

ノ

」
や
「
か
た
ち
」
に
定
着
さ
せ
る
極
度
の
緊
張
感
と
、
そ
れ
が
成
功
し
た
と
き
の
喜
び
が
忘

れ
ら
れ
な
く
て
、
こ
の
仕
事
を
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

◀橋口五葉装丁の『吾輩ハ猫デアル（上・中・下三冊／天金、地・
小口アンカット）』（右）と、夏目漱石自装による『こゝろ』（左）

（いずれも復刻版）
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「
装
丁
」
は
「
装
幀
、
装
釘
、
装
訂
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
に
こ
だ
わ
り
を
も
つ
方
も
多
い
。

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
「
装
訂
＝
装よ

そ
おい

、
訂さ

だ

め
る
」
が
本
来
だ
と
い
う
。

　
「
装
丁0

」
よ
り
広
く
使
わ
れ
る
表
記
に
「
装
幀0

」
が
あ
る
。
白
川
静
の
『
字
統
』
に
よ
れ
ば
、「
幀
」
は
「
竹
の
枠

な
ど
に
繪え

繒ぎ
ぬ

を
張
り
つ
け
る
も
の
」
を
い
い
、「
装
幀
」
に
は
〝
軸
物
の
表
装
〞
と
い
っ
た
語
感
が
た
だ
よ
う
。

　

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
刊
行
の
『
こ
ゝ
ろ
』
を
自
装
し
た
夏
目
漱
石
は
、
そ
の｢

序
」
で

　

装
幀
の
事
は
今
迄
專
門
家
に
ば
か
り
依
賴
し
て
ゐ
た
の
だ
が
、
今
度
は
ふ
と
し
た
動
機
か
ら
自
分
で
遣や

つ
て

見
る
氣
に
な
つ
て
、
箱
、
表
紙
、
見
返
し
、
扉
及
び
奥
附
の
模
樣
及
び
題
字
、
朱
印
、
檢
印
と
も
に
、
悉

こ
と
ご
とく
自

分
で
考
案
し
て
自
分
で
描
い
た
。

と
記
し
、「
装
幀
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
、「
装
幀
」
と
い
う
仕
事
の
領
域
を
簡
潔
に
記
し
て
い

る
点
で
も
興
味
深
い
（
書
籍
の
各
部
名
称
に
つ
い
て
は
、
本
書
五
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。
橋
口
五ご

葉よ
う

（
一
八
八
〇
│
一
九
二
一　

洋
画
家
・
版
画
家
・
装
丁
家

）
と
と
も

に
漱
石
本
を
装
っ
た
津
田
青せ

い

楓ふ
う

（
一
八
八
〇
│
一
九
七
八　

画

家
。
二
科
会
の
創
立
に
参
画

）
も
「
装
幀0

」
を
使
っ
て
お
り
、
こ
の
表
記
は
、
明
治
期
末
に
一

般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

時
代
は
や
や
遡
る
が
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
に
発
行
さ
れ
た
漱
石
の
処
女
作
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
は
、

独
創
的
な
造
本
装
丁
で
知
ら
れ
、
近
代
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
出
発
点
と
な
っ
た
書
物
だ
。
漱
石
は
「
序
」
で
、

橋
口
五
葉
の
「
意
匠
」
に
謝
意
を
表
し
て
お
り
、
ま
だ
「
装
幀
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て
い
な
い
。
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一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
発
行
の
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル 

下
編
』（『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
の
初
版
本
は
、
一
九
〇
五
年
以

降
、
上
・
中
・
下
の
三
冊
本
と
し
て
一
年
ご
と
に
刊
行
さ
れ
た
）
の
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
各
誌
書
評
を
見
る
と
、『
ホ
ト
ゝ

ギ
ス
』
評
は
「
表
装
」、『
學
燈
』
評
は
「
装
釘
」
と
い
う
表
記
で
、
そ
の
装
い
の
美
し
さ
を
讃
え
て
い
る
。

　
「
装
釘0

」
は
谷
崎
潤
一
郎
、
島
崎
藤
村
と
い
っ
た
文
学
者
が
好
み
、
戦
前
に
よ
く
使
わ
れ
た
表
記
だ
。
上
製
本
に

「
釘く

ぎ

」
を
使
う
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
が
、「
釘
」
に
は
「
と
じ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
だ
。

　
「
装
丁0

」
と
い
う
表
記
が
一
般
化
し
た
の
は
い
つ
か
ら
か
。
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
戦
後
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

わ
た
し
自
身
は
、「
丁
」
が
書
物
の
頁
（「
紙
一
葉
」
を
指
す
「
丁
」
の
語
感
は
、
落
丁
・
乱
丁
な
ど
の
表
記
に
残
っ
て
い
る
）

を
指
す
こ
と
と
、
す
っ
き
り
と
し
た
字
形
が
好
き
で
、
版
元
（
出
版
社
）
か
ら
「
ど
の
表
記
に
し
ま
す
か
」
と
問
わ

れ
た
ら
、「
装
丁
」
と
お
願
い
し
て
い
る
。

　

最
近
の
出
版
界
で
「
装
丁
」
と
い
え
ば
、
た
い
て
い
は
「
書
物
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
表
紙
、
扉
、
帯
」
と
い
っ
た
外

装
の
デ
ザ
イ
ン
を
指
す
。
一
方
「
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
と
、
判
型
、
版
面
、
見
出
し
や
本
文
書
体
、
本
文
用

紙
の
指
定
な
ど
編
集
的
要
素
を
含
め
た
「
本
の
ト
ー
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
っ
た
語
感
が
加
わ
る
。「
造
本
」、「
装

本
」、
さ
ら
に
は
「
図
書
設
計
」、「
書
籍
形
成
」
と
も
表
記
さ
れ
る
し
、
羽は

良ら

多た

平へ
い

吉き
ち

（
一
九
四
七
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
は
、「
言
葉

の
容0

れ
も
の
」
と
「
書
物
の
容0

姿
」
と
い
う
意
味
を
兼
ね
て
「
書
容
設
計
」
と
表
記
し
て
い
る
。「
書
容
」
と
は
じ

つ
に
美
し
い
言
葉
で
、
感
心
す
る
ほ
か
は
な
い
。
と
は
い
え
、
表
記
の
差
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ト
を
三

次
元
の
「
物モ

ノ

（
＝
書
物0

）
」
と
し
て
立
ち
上
げ
て
い
く
作
業
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
内
容
を
指
し
て
い
る
。
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雑
誌
『
デ
ザ
イ
ン
』
の
編
集
長
を
務
め
、
現
在
は
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
臼
田
捷
治
は
、

「
本
文
ペ
ー
ジ
か
ら
外
縁
の
意
匠
ま
で
の
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
総
合
的
に
把
握
し
、
本
の
内
容
に
合
致
し
た
「
器
」

と
し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
の
が
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
」
と
著
書
『
装
幀
時
代
』
に
記
し
て
い
る
が
、
こ

れ
が
最
大
公
約
数
的
な
定
義
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
で
取
り
上
げ
る
わ
た
し
自
身
の
仕
事
も
、
外
装
中
心
の
「
装
丁
」
か
ら
、
奥
付
の
最
後
の
一
文
字
ま
で
レ
イ

ア
ウ
ト
す
る
「
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
」
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、
ど
の
表
記
を
使
う
か
迷
う
と
こ
ろ
だ
。

　

以
下
で
は
「
装
丁
」
と
い
う
簡
潔
な
表
記
で
話
を
進
め
た
い
が
、
書
物
の
外
装
か
ら
内
装
ま
で
、
と
き
に
装
画
も

手
が
け
る
わ
た
し
の
仕
事
に
は
、
恩
地
孝
四
郎
（
一
八
九
一
│
一
九
五
五　

版
画

家
。
装
本
図
案
分
野
で
も
活
躍

）
が
使
っ
た
「
装
本
」
が
合
う
か
も
し
れ
な
い
と

考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
や
や
馴
染
み
が
薄
い
表
記
で
あ
る
こ
と
が
難
点
だ
が
、「
装
丁
家
」
よ
り
「
装
本
家
」
の
ほ

う
が
、
ち
ょ
っ
と
語
感
が
柔
ら
か
く
て
い
い
感
じ
だ
。
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戦
後
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

焼
け
跡
か
ら
の
再
出
発

　

路
上
で
毛
布
を
被
っ
て
横
た
わ
る
人
々
…
…
い
っ
た
い
何
事
だ
ろ
う
。
行
き
場
を
失
っ
た
引
揚
者
の
よ
う
に
も
見

え
る
。

　

じ
つ
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
の
発
売
を
待
つ
人
々
の
列
だ
。
発
売
三
日

前
か
ら
行
列
が
岩
波
書
店
を
と
り
巻
き
、
前
夜
ま
で
に
二
〇
〇
人
に
達
し
た
と
い
う
。

　
　
　

　

糧
食
に
飢
え
て
い
た
人
々
が
、
そ
れ
以
上
に
本
に
飢
え
て
い
た
、
と
い
う
事
実
は
、
現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
は
新

鮮
な
驚
き
だ
。
敗
戦
直
後
に
創
立
し
た
み
す
ず
書
房
の
本
が
、
書
名
・
著
者
名
の
み
の
簡
素
な
装
丁
だ
っ
た
の
も
、

そ
ん
な
時
代
状
況
を
考
え
れ
ば
納
得
が
行
く
。
中
身
さ
え
あ
れ
ば
い
い
。
デ
ザ
イ
ン
的
要
素
な
ど
二
の
次
だ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
史
を
見
る
と
、
簡
素
な
装
丁
は
む
し
ろ
例
外
的
だ
。『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』

を
は
じ
め
、
橋
口
五
葉
や
津
田
青
楓
に
よ
る
一
連
の
夏
目
漱
石
の
装
丁
は
そ
の
美
麗
と
奇
想
で
群
を
抜
き
、
そ
の
後

も
泉
鏡
花
作
品
を
装
っ
た
小
村
雪せ

つ

岱た
い

（
一
八
八
七
│
一
九
四
〇　

日
本
画
家
。
装

丁
、
挿
絵
、
舞
台
美
術
の
分
野
で
も
活
躍

）
の
工
芸
品
の
よ
う
な
き
め
細
か
い
装
丁
な
ど
、
戦
前

の
装
丁
は
豪
華
さ
、
美
麗
さ
の
ほ
う
に
特
色
が
あ
っ
た
。
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戦
後
の
書
籍
を
彩
っ
た
の
は
、
ま
ず
画
家
だ
っ
た
。
画
家
装
丁
に
は
独
特
の
味
わ
い
が
あ
っ
た
が
、
タ
イ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
（
文
字
に
よ
る
構
成
・
デ
ザ
イ
ン
）
や
レ
イ
ア
ウ
ト
の
意
識
は
希
薄
で
、
ほ
と
ん
ど
は
、
画
家
の
〝
余
技
〞
の
領

域
に
と
ど
ま
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
経
済
復
興
と
と
も
に
、「
デ
ザ
イ
ン
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
く
る
。
一
九
五
〇
│
六
〇
年
代
の
デ
ザ
イ
ン
を
決
定
づ
け
、
多
く
の
俊
英
を
生
ん
だ
「
日
本
宣
傳
美
術
会
」

（
以
下
、
日
宣
美
と
略
）
が
設
立
さ
れ
、
第
一
回
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
の
が
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
。
こ
の
年

を
前
後
し
て
、
装
丁
に
も
デ
ザ
イ
ン
的
な
意
識
と
方
法
が
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

デ
ザ
イ
ナ
ー
装
丁
の
草
分
け 

─
─ 

原は
ら 

弘ひ
ろ
むの

仕
事

　

そ
ん
な
動
き
を
決
定
づ
け
た
の
が
原は

ら 

弘ひ
ろ
む（

一
九
〇
三
│
一
九
八
六　

グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
の
仕
事
だ
。

　

戦
中
、
大
日
本
帝
国
の
対
外
宣
伝
写
真
グ
ラ
フ
誌
『
F
R
O
N
T
』（
一
九
四
二
年
創
刊
）
で
、
大
胆
な
フ
ォ
ト
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
と
硬
質
な
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
展
開
し
た
原
は
、
戦
後
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
新
た
な
領
域
を
開

拓
し
て
い
く
。

　

ぼ
く
に
と
っ
て
装
幀
と
い
う
仕
事
は
戦
後
の
新
商
売
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
外
国
語
の
本
は
ず
い
ぶ
ん
い
ろ

い
ろ
な
国
語
の
本
を
作
っ
た
が
、
日
本
語
の
、
し
か
も
売
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
本
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
か
も
そ
れ
を
な
り
わ
い
と
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

た
だ
ぼ
く
は
活
字
を
い
じ
る
こ
と
が
好
き
だ
。
日
本
の
活
字
に
は
、
た
く
さ
ん
不
満
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

＊
レ
イ
ア
ウ
ト

動
詞
句lay out
（
地
取
り
す
る
、
整

え
る
、
設
計
す
る
）
の
名
詞
用
法
。
新

聞
・
雑
誌
・
書
籍
・
広
告
な
ど
で
、
見

出
し
や
記
事
、
写
真
な
ど
を
割
付
け
る

作
業
を
指
す
。
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好
き
だ
。
西
洋
の
活
字
を
い
じ
る
の
は
も
っ
と
愉
し
い
け
れ
ど
。
西
洋
の
芸
術
家
の
中
に
は Typographer 

と

い
う
の
が
い
る
。
活
字
や
活
版
の
材
料
を
使
っ
て
活
版
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
り
活
字
の
書
体
の
デ
ザ
イ
ン
を

す
る
人
で
あ
る
。
ぼ
く
が
や
り
た
い
の
は
、
そ
の Typography 

な
の
だ
。
ぼ
く
の
装
幀
に
は
、
そ
う
い
う 

Typographic 

な
味
を
感
じ
て
貰
え
れ
ば
う
れ
し
い
。
ぼ
く
自
身
も
日
本
の
活
字
を
使
っ
て
日
本
的
で
新
し
い

デ
ザ
イ
ン
を
作
り
だ
し
て
い
き
た
い
と
希
っ
て
い
る
。

（『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
一
九
五
四
年
三
月
号
／
『
装
幀
時
代
』
臼
田
捷
治
、
二
八
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載
）

　

こ
の
一
文
に
は
原
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
の
み
な
ら
ず
、
五
〇
年
代
の
デ
ザ
イ
ン
・
装
丁
の
状
況
が
簡
潔
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
に
「
日
本
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
」
創
立
に
参
加
し
、
そ
の
代
表
も
務

め
た
原
だ
が
、
そ
の
眼
差
し
は
、
収
入
の
大
き
な
「
広
告
」
よ
り
も
、「
本
づ
く
り
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
い
わ

ゆ
る
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
だ
け
で
な
く
、
用
紙
・
イ
ン
キ
・
活
字
な
ど
、
出
版
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
の
改
良
・
開
発
に

積
極
的
に
取
り
組
み
、
そ
の
後
の
「
装
丁
」
の
確
か
な
土
台
を
準
備
し
た
。
河
出
書
房
版
世
界
文
学
全
集
を
は
じ
め
、

原
が
手
が
け
た
数
々
の
書
籍
デ
ザ
イ
ン
、
展
覧
会
図
録
等
を
見
る
に
つ
け
、
確
固
と
し
た
構
成
の
中
に
燻い

ぶ

し
銀
の
味

わ
い
を
秘
め
た
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
に
瞠
目
す
る
。
だ
が
、
当
時
の
出
版
デ
ザ
イ
ン
の
水
準
は
、
原
の
理
想
に
応
え
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
本
の
場
合
装
幀
は
や
ら
し
て
く
れ
る
が
、
中
身
は
無
関
係
で
、
が
っ
か
り
す
る
よ
う
な
も
の
も
随
分
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
い
い
雑
誌
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
い
ん
で
す
が
ね
」（
瀬
木
慎
一
の
聞
き
書
き
か

ら
。『
明
日
を
つ
く
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
』
瀬
木
慎
一
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
七
三
年
）。

＊
イ
ン
キ  ink 

「
イ
ン
ク
」
と
発
音
す
る
の
が
一
般
的

だ
が
、
江
戸
中
期
に
オ
ラ
ン
ダ
よ
り

inkt

が
伝
来
し
て
以
来
、
印
刷
現
場
で

は
「
イ
ン
キ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
印
刷

用
の
イ
ン
キ
は
顔
料
を
展
色
剤
・
ワ
ニ

ス
な
ど
で
練
っ
て
つ
く
る
。
普
通
の
筆

記
用
イ
ン
ク
は
染
料
・
顔
料
を
溶
媒
に

溶
か
し
た
も
の
。

＊
活
字 type, printing  type

近
代
活
字
以
前
の
中
国
や
日
本
で
は
、

板
目
木
版
に
よ
る
刊
本
印
刷
が
一
般
的

で
、文
字
は
版
木
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
自
由
に
移
動
・
組
み
合

わ
せ
で
き
るM

ovable  type 
を
「
活0

字
」
と
呼
ぶ
。
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杉
浦
康
平
の
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
批
判
」 

─
─ 

一
九
六
〇
年
代
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
革
命

　

一
九
六
〇
年
代
、
杉
浦
康
平
（
一
九
三
二
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
一
変
し
た
。「
独

創
性
に
満
ち
た
そ
の
歩
み
は
、
真
の
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
は
既
存
の
形
式
や
秩
序
と
の

馴
れ
合
い
を
拒
否
す
る
ゆ
る
ぎ
な
い
批
判
精
神
の
所
産
で
も
あ
る
」（『
杉
浦
康
平
の
デ
ザ
イ
ン
』
臼
田
捷
治
、
平
凡
社
新
書
、

二
〇
一
〇
年
）。

　

建
築
科
出
身
の
杉
浦
は
、
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
徹
底
し
て
研
究
し
そ
れ
を
咀そ

嚼し
や
くし

つ
つ
、
返
す
刀
で
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
信
仰
の
強
か
っ
た
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
界
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
日
本
語
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
可
能
性
を
つ
き

つ
け
、
そ
れ
を
か
つ
て
な
い
高
み
に
ま
で
引
き
上
げ
た
。
そ
の
領
域
は
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
音
楽
会

ポ
ス
タ
ー
、
レ
コ
ー
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
写
真
エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル
と
、
時
代
を
映
す
表
現
に
、
こ
と
ご
と
く
杉
浦
の
影

響
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
作
曲
家
・
武
満
徹
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
《
弦
楽
の
た
め
の
コ
ロ
ナ
II
（
一
九
六
二
年
）》。

　

武
満
は
「
私
は
音
楽
的
に
必
要
な
最
小
の
指
示
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
空
間
的
按
配
は
杉
浦
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
。
私
に
と
っ
て
予
測
で
き
な
い
事
態
、
発
見
は
私
を
力
づ
け
て
く
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（『
武
満
徹
：

V
isions in Tim

e 

』、
堀
本
彰 

他
＝
編
、Esquire M

agazine Japan

、
二
〇
〇
六
年
）。

　

紅
（
マ
ゼ
ン
タ
）、
藍
（
シ
ア
ン
）、
黄
（
イ
エ
ロ
ー
）
の
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
三
枚
の
プ
ラ
ス
テ
ィ

ッ
ク
・
フ
ィ
ル
ム
と
、
十
個
の
同
心
円
が
刷
ら
れ
た
台
紙
の
組
み
合
わ
せ
が
そ
の
ま
ま
楽
譜
と
な
る
。
杉
浦
デ
ザ
イ

ン
の
特
質
を
鮮
明
に
示
し
、
そ
の
後
の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
実
験
的
な
作
業
だ
。

＊
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー

紙
に
絵
具
を
塗
っ
て
二
つ
折
り
に
し
た

り
、
別
の
紙
を
押
し
当
て
た
り
し
て
、

不
定
形
で
偶
然
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
画

法
。
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杉
浦
デ
ザ
イ
ン
は
、
テ
ク
ス
ト
や
視
覚
へ
の
「
安
易
な
よ
り
か
か
り
」
を
断
固
と
し
て
拒
絶
し
た
。
自
明
の
前
提

と
さ
れ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
や
視
覚
は
、
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
「
思
考
の
変
換
装
置
」
に
放
り
込
ま
れ
て
解
体
さ
れ
、
ま

っ
た
く
新
た
な
構
造
へ
と
変
換
さ
れ
、
前
人
未
踏
の
イ
メ
ー
ジ
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

　

杉
浦
デ
ザ
イ
ン
は
、
デ
ザ
イ
ン
が
副
次
的
な
存
在
で
は
な
く
、
著
者
や
版
元
ま
で
も
震
撼
さ
せ
驚
愕
さ
せ
る
表
現

行
為
で
あ
る
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
た
。
こ
う
し
た
杉
浦
デ
ザ
イ
ン
が
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
導
入
さ
れ
る
と

き
、
文
字
、
組
版
、
図
像
、
素
材
、
印
刷
、
製
本
に
至
る
ま
で
、
従
来
の
造
本
装
丁
の
〝
常
套
句
〞
が
徹
底
的
に
批

判
さ
れ
、
わ
ず
か
一
冊
の
雑
誌
に
も
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
実
験
的
作
業
が
凝
縮
さ
れ
て
い
く
。
も
は
や
「
作

品
」
の
域
に
ま
で
達
し
た
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
、〝
編
集
者
装
丁
〞
の
対
極
に
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
以
上
に
「
杉
浦
イ

ズ
ム
」
を
鮮
烈
に
印
象
づ
け
、
戸
田
ツ
ト
ム
（
一
九
五
一
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）、
鈴
木
一ひ

と

誌し

（
一
九
五
〇
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
ら
、
気
鋭
の
後
進
を
生

み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

菊
地
信
義
の
「
装
丁
批
評
」 
─
─ 

一
九
七
〇
─
八
〇
年
代
の
成
熟
と
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」

　

一
九
六
〇
年
代
は
、
杉
浦
康
平
だ
け
で
な
く
、
亀
倉
雄
策（
一
九
一
五
│
一
九
九
七　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や

大
阪
万
博
の
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
等
で
知
ら
れ
る

）、
早
川
良
雄（
一
九
一
七
│
二
〇
〇
九

日
宣
美
創
設
に
参
加

）、

粟
津
潔（
一
九
二
九
│

二
〇
〇
九

）、
田
中
一
光（
一
九
三
〇
│

二
〇
〇
二

）、
勝
井
三
雄（
一
九
三
一

│

）、
福
田
繁
雄（
一
九
三
二
│

二
〇
〇
九

）、
和
田
誠（
一
九
三
六

│

）、
横
尾
忠
則

（
一
九
三
六

│

）と
い
っ
た
花
形
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
参
入
し
、
百
花
繚
乱
の
活
況
を
呈
し
た
。

　

だ
が
、
新
進
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
登
竜
門
で
も
あ
っ
た
日
宣
美
の
解
体（
一
九
七
〇
年
）と
と
も
に
、
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ン
は
、
六
〇
年
代
の 〝
モ
ダ
ン
〞 

デ
ザ
イ
ン
か
ら
、  〝
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
〞 

デ
ザ
イ
ン
へ
と
、
大
き
な
展
開
を
見
せ
る
。
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一
九
七
〇
年
代
以
降
の
装
丁
シ
ー
ン
を
象
徴
す
る
の
が
菊
地
信
義
（
一
九
四
三
│　

広
告
デ
ザ
イ
ン
か

ら
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
転
ず
る

）
の
仕
事
だ
ろ
う
。
菊
地

信
義
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
装
丁
に
も
た
ら
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
、
一
般
的
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
菊
地
自

身
「
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
世
界
で
は
な
ん
と
い
う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
は
、
ち
ょ
っ

と
だ
け
テ
ク
ニ
カ
ル
な
こ
と
を
や
っ
て
み
た
」
と
さ
ら
り
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
菊
地
の
本
当
の
新
し
さ
は
、

「
装
丁
批
評
」
と
も
い
う
べ
き
醒
め
た
視
点
を
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
野
祐

吉
（
一
九
三
三
│　

編
集
者
・
批
評
家
。
出
版
社
や
博
報
堂

で
勤
務
し
た
あ
と
、
独
立
し
て
『
広
告
批
評
』
を
創
刊

）
の
「
広
告
批
評
」
に
通
じ
る
軽
や
か
で
戦
術
的
な
視
点
を
、
菊
地
は
ブ
ッ
ク
デ

ザ
イ
ン
の
地
平
に
導
入
し
た
。

　

菊
地
の
装
丁
は
、
著
者
や
版
元
、
そ
し
て
商
品
と
し
て
の
本
に
べ
っ
た
り
と
寄
り
添
う
の
で
は
な
く
、
常
に
揺
れ

動
き
つ
つ
、「
書
物
」
と
い
う
存
在
の
無
限
の
可
能
性
を
演
出
す
る
。
文
字
、
図
像
、
素
材
、
色
へ
の
周
到
な
配
慮

だ
け
で
な
く
、
批
評
精
神
に
根
ざ
し
た
パ
ロ
デ
ィ
と
、
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
本
の
顔
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
差
異
化

し
て
い
く
。
真
っ
向
勝
負
と
も
い
う
べ
き
杉
浦
の
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
〝
批
判
〞」
と
対
照
的
に
、「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

的
〝
批
評
〞」
を
、
菊
地
信
義
は
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

話
は
変
わ
る
が
、「
批
評
と
し
て
の
装
丁
」
と
い
う
問
題
を
意
識
し
た
の
は
、
加
藤
典の

り

洋ひ
ろ

（
一
九
四
八
│　

国
立
国
会
図
書

館
勤
務
を
経
て
文
芸
評
論
家

）
の

『
僕
が
批
評
家
に
な
っ
た
わ
け
』（
以
下
、
引
用
は
同
書
よ
り
）
の
装
丁
を
担
当
し
た
と
き
だ
っ
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
小

林
秀
雄
、
柄
谷
行
人
ら
大
家
然
と
し
た
批
評
家
の
向
こ
う
を
張
っ
て
、「
批
評
は
だ
れ
も
が
参
加
で
き
る
ゲ
ー
ム

だ
」
と
不
敵
に
宣
言
す
る
こ
の
本
に
、
言
い
よ
う
の
な
い
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

『広告論講義』
天野祐吉＝著／岩波書店／ 2002 年
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加
藤
は
「
批
評
は
「
わ
か
る
」
こ
と
の
上
に
立
つ
の
か
。「
わ
か
る
」
こ
と
の
切
断
の
上
に
立
つ
の
か
」
と
問
い

か
け
る
。「
批
評
」
と
は
、「
わ
か
っ
た
ふ
り
」
を
し
て
い
る
人
々
に
向
か
っ
て
「
王
様
は
裸
だ
」
と
叫
ん
だ
子
ど
も

の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
わ
か
ら
な
い
と
す
る
率
直
さ
、
ウ
ソ
の
な
い
言
葉
こ
そ
批
評
の
原
点

だ
と
い
う
。

　
「
批
評
と
は
、
本
を
一
冊
も
読
ん
で
な
く
て
も
、
百
冊
読
ん
だ
相
手
と
サ
シ
の
勝
負
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
ゲ
ー
ム

だ
。
た
と
え
ば
あ
る
新
作
の
小
説
が
現
れ
る
。
こ
れ
が
よ
い
か
、
悪
い
か
。
そ
の
判
断
に
、
百
冊
の
読
書
は
無
関
係

だ
」。

　

専
門
的
な
デ
ザ
イ
ン
教
育
を
受
け
ず
に
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
を
志
し
た
わ
た
し
に
、
こ
の
大
胆
な
ひ
と
こ
と
は
「
目

か
ら
ウ
ロ
コ
」
の
衝
撃
だ
っ
た
。
加
藤
の
言
う
「
批
評
」
は
、
天
野
祐
吉
の
「
広
告
批
評
」
に
通
じ
る
。
天
野
の

「
広
告
批
評
」
の
原
点
は
「
へ
た
を
す
る
と
文
化
的
暴
力
に
な
り
か
ね
な
い
広
告
に
、
タ
ダ
の
人
の
視
点
か
ら
イ
キ

の
い
い
ヤ
ジ
を
飛
ば
し
て
い
く
」
こ
と
だ
っ
た
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
〝
プ
ロ
化
し
た
専
門
性
〞
へ
の
懐
疑
と
、

〝
ア
マ
チ
ュ
ア
の
イ
キ
の
い
い
目
〞
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
加
藤
典
洋
も
、
天
野
祐
吉
も
、
自
身
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

的
〝
批
評
〞
の
野
次
馬
的
な
軽
さ
と
い
か
が
わ
し
さ
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
て
い
る
点
で
、
ま
さ
に
ま
っ
と
う
な
批

評
精
神
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
批
評
」
や
「
広
告
」
と
同
様
、「
装
丁
」
も
自
立
し
た
表
現
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
い
う
対
象
と
、
版
元
と
い

う
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
表
現
行
為
だ
。
か
つ
て
装
丁
は
編
集
者
が
行
う
の
が
普
通
だ
っ
た
。
編
集
者

装
丁
は
、
基
本
的
に
〝
テ
ク
ス
ト
に
寄
り
添
う
装
丁
〞
で
あ
り
、
そ
の
落
ち
着
き
と
奥
ゆ
か
し
さ
に
は
独
特
の
魅
力

『僕が批評家になったわけ』
加藤典洋＝著／岩波書店／ 2005 年
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が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
書
物
の
商
品
化
、
大
衆
化
が
す
す
み
、「
広
告
批
評
」
に
代
表
さ
れ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的

批
判
精
神
が
横
溢
す
る
に
つ
れ
て
、
装
丁
に
も
〝
共
感
〞
だ
け
で
な
く
、
一
種
の
〝
批
評
〞
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。

加
藤
典
洋
は
「
批
評
は
「
わ
か
る
」
こ
と
の
上
に
立
つ
の
か
。「
わ
か
る
」
こ
と
の
切
断
の
上
に
立
つ
の
か
」
と
い

う
絶
妙
な
問
い
か
け
を
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
は
杉
浦
康
平
と
菊
地
信
義
こ
そ
、
ま
さ
に
「「
わ
か
る
」
こ
と
の
切

断
」
を
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
問
い
か
け
た
先パ

イ
オ
ニ
ア

駆
者
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
杉
浦
と
菊
地
で
は
「「
わ
か
る
」
こ
と
の
切
断
」
の
仕
方
が
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
。
た
と
え
て
い
え

ば
、
ト
マ
ト
を
縦
に
切
る
か
横
に
切
る
か
で
断
面
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
見
え
る
よ
う
に
、
杉
浦
が
「「
わ
か
る
」
こ

と
」
を
真
っ
向
か
ら
垂
直
に
切
断
し
た
と
す
れ
ば
、
菊
地
は
「「
わ
か
る
」
こ
と
」
を
し
な
や
か
に
水
平
に
切
断
す

る
。
こ
の
先
鋭
的
な
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
二
人
は
、
そ
の
指
向
性
に
お
い
て
対
極
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。

　

加
藤
典
洋
の
見
方
に
従
え
ば
、
杉
浦
デ
ザ
イ
ン
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
小
林
秀
雄
に
象
徴
さ
れ
る
「
難
し
く
重
い
批

評
」
に
、
菊
地
デ
ザ
イ
ン
は
「
や
さ
し
い
平
明
な
批
評
」
に
た
と
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
加
藤
典
洋
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「
や
さ
し
い
批
評
だ
か
ら
、
や
さ
し
い
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
さ
し
い
批
評

は
、
重
か
っ
た
り
、
難
し
か
っ
た
り
す
る
批
評
よ
り
、
ず
っ
と
高
度
な
場
合
も
多
い
。
や
さ
し
い
批
評
を
書
く
。
平

明
な
批
評
が
書
か
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
批
評
の
難
問
も
あ
る
の
だ
」。

　

菊
地
信
義
が
拓
い
た
こ
の
新
し
い
領
域
は
、
鈴
木
成せ

い

一い
ち

（
一
九
六
二
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ン
の
可
能
性
を
拡
げ
つ
つ
あ
る
。
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編
集
者
た
ち
の
異
議
申
し
立
て

　

一
方
、
こ
う
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
主
導
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
敢
然
と
異
議
を
唱
え
る
編
集
者
も
い
た
。
そ
の
代
表

が
田
村
義
也
（
一
九
二
三
│
二
〇
〇
三

編
集
者
・
装
丁
家

）
だ
。
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
世
界
』『
文
学
』
の
編
集
長
を
歴
任
し
、
岩
波
新
書
の
数
々

の
名
著
を
編
ん
だ
田
村
は
、
独
自
の
美
学
を
持
つ
装
丁
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
田
村
は
「
装
丁
は
編
集
の
ま
と
め

で
あ
り
画
竜
点
睛
」
を
持
論
と
し
、
自
ら
を
「
編
集
装
丁
者
」
と
名
乗
っ
た
。
田
村
は
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
言
葉

を
極
度
に
嫌
い
、
書
籍
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
実
験
場
と
化
し
た
こ
と
を
憤
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
〝
平ひ

ら

〞（
表

側
）
を
強
調
す
る
菊
地
に
対
し
、「
本
の
顔
は
〝
背
〞
だ
」
と
言
っ
て
譲
ら
ず
、
斜
体
を
か
け
た
タ
イ
ト
ル
な
ど
言

語
道
断
と
切
っ
て
捨
て
た
。
田
村
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
杉
浦
と
菊
地
を
批
判
し
た
が
、
田
村
は
歯
牙
に
も
か
け
な
い

相
手
の
こ
と
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
二
人
の
仕
事
が
意
識
さ
れ
て
い
た
証
拠
で
も
あ
る
。

わ
た
し
も
田
村
の
前
で
、
杉
浦
と
菊
地
か
ら
受
け
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
隠
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
た
し
の
装
丁
は
多
く
を
田
村
に
負
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
本
で
お
い
お
い
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

以
上
、
原
弘
、
杉
浦
康
平
、
菊
地
信
義
、
田
村
義
也
の
仕
事
を
通
し
て
、
戦
後
日
本
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
史
を
足

早
に
た
ど
っ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
気
・
実
力
と
い
う
点
で
、
彼
ら
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
を

あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
個
性
や
ス
タ
イ
ル
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
言
葉
で

方
法
論
を
語
り
、
後
進
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
四
人
は
際
だ
っ
た
存
在
感
を
示
す
。

独特の書き文字が印象
的な田村義也の装丁
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杉
浦
康
平
と
菊
地
信
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
平
を
開
拓
し
尽
く
し
た
よ
う
に
思
え
る
今
日
、
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
の

影
響
だ
ろ
う
か
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
ス
イ
ス･

デ
ザ
イ
ン
を
思
わ
せ
る
ミ
ニ
マ
ル
で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
デ
ザ
イ
ン
へ
の
回
帰
が
目
立
つ
。

　

そ
ん
な
傾
向
を
象
徴
す
る
〝
事
件
〞
が
、
二
〇
〇
四
年
の
講
談
社
現
代
新
書
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
だ
っ
た
。
講
談
社

現
代
新
書
は
三
〇
年
以
上
も
杉
浦
康
平
が
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
、
杉
浦
デ
ザ
イ
ン
の
代
表
作
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
現
代
新
書
が
中
島
英
樹
（
一
九
六
一
│　

グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

）
に
よ
っ
て
一
新
さ
れ
、
杉
浦
の
こ
だ
わ
り
を
こ
と
ご
と
く
ひ
っ
く
り
返

す
よ
う
な
無
機
的
で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ク
な
デ
ザ
イ
ン
に
変
わ
っ
た
の
だ
。
杉
浦
が
愛
し
た
秀し

ゆ
う
え
い英

明
朝
体
に
替
わ
っ
て
、

書
体
が
す
べ
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
な
っ
た
の
も
象
徴
的
だ
っ
た
。
ケ
ー
タ
イ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
育
っ
た
若
い
世
代

講談社現代新書
リニューアル（2004 年）前と後
上・杉浦康平デザイン
下・中島英樹デザイン

明朝体とゴシック体、縦組と横組とことごと
く対照的。一冊一冊異なる顔をもつ杉浦デザ
インに対し、中島デザインは、中央の正方形
の色だけが変わるシステムデザインだ。

＊
秀
英
明
朝
体

大
日
本
印
刷
が
、
そ
の
前
身
で
あ
る
秀

英
舎
の
活
字
書
体
を
引
継
ぎ
、
開
発
を

行
っ
て
き
た
明
朝
体
。
築
地
体
と
並
び

称
さ
れ
る
「
明
朝
活
字
の
二
大
潮
流
」

で
、
特
に
古
典
的
で
力
強
い
初
号
明
朝

は
、
写
植
（
写
真
植
字
）
時
代
の
代
表

的
書
体
S
H
M
と
し
て
親
し
ま
れ
た
。
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に
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
こ
そ
が
身
近
な
標
準
書
体
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　

今
日
、
電
子
ブ
ッ
ク
の
台
頭
で
、
装
丁
は
お
ろ
か
「
物
で
あ
る
本
」
そ
の
も
の
の
存
亡
が
云
々
さ
れ
る
。
書
物
は

そ
の
身
体
性
を
喪
失
し
、「
シ
ス
テ
ム
デ
ザ
イ
ン
」
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、「
シ
ス
テ
ム
批
判
」
を
掲
げ
た
杉
浦
や
菊
地
の
デ
ザ
イ
ン
論
を
、
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

杉
浦
や
菊
地
の
問
い
か
け
を
、
い
ま
だ
に
解
決
さ
れ
な
い
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
課
題
と
考
え
て
い
る
の
は
、
わ
た

し
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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編
集
、
デ
ザ
イ
ン
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

　

こ
こ
ま
で
の
話
で
、
装
丁
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
三
つ
の
要
素
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。「
編
集
、

デ
ザ
イ
ン
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
」
だ
。
こ
の
三
つ
の
要
素
は
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
互
い
に
関
連
し
影
響

し
合
っ
て
い
る
。

　
「
ポ
ッ
プ
（
P
O
P
）
」
と
い
う
も
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。 point of purchase advertising 

の
略
語
で
、
売
場

の
店
頭
広
告
、
本
の
傍
ら
に
添
え
ら
れ
た
P
R
用
の
カ
ー
ド
だ
。
今
日
、
本
の
売
り
上
げ
に
こ
の
ポ
ッ
プ
が
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。「
カ
リ
ス
マ
書
店
員
」
の
手
作
り
ポ
ッ
プ
を
見
る
と
、
思
わ
ず
本
を
手
に
と
り
た
く
な
る
。
な
に

し
ろ
切
り
口
が
鋭
い
。
今
日
、
本
の
販
促
用
に
帯
を
付
け
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
す
ぐ
れ
た
ポ
ッ
プ
の
訴
求
力
は
帯

の
比
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
質
問
。「
お
気
に
入
り
の
本
に
ポ
ッ
プ
を
付
け
よ
」
と
命
じ
ら
れ
た
ら
、
あ
な
た
な
ら
ど
う
す

る
だ
ろ
う
？　

本
の
内
容
を
ず
ば
り
一
言
で
ま
と
め
る
の
は
難
し
い
。
ま
し
て
そ
れ
が
「
お
気
に
入
り
の
本
」
な
ら
、

な
お
さ
ら
だ
。
も
う
一
度
本
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
何
も
意
識
し
な
い
状
態
の
読
書
と
は
明

ポップ（POP）
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ら
か
に
読
書
の
質
が
変
わ
っ
て
く
る
。「
面
白
い
」
と
何
と
な
く
考
え
て
い
た
こ
と
を
か
た
ち
に
す
る
の
は
、
じ
つ

は
相
当
に
高
度
な
編
集
作
業
な
の
だ
。
松
岡
正
剛
（
一
九
四
四
│　

工
作
舎
等
を

経
て
編
集
工
学
研
究
所
所
長

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

読
書
は
著
者
が
書
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
種
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ん
で
す
。
ぼ
く
が
よ
く
つ
か
っ
て
い
る
編
集
工
学
の
用
語
で
い
え
ば
、
読
書
は
「
自
己
編
集
」
で
あ
っ
て
、
か

つ
「
相
互
編
集
」
な
の
で
す
。 

（『
多
読
術
』
松
岡
正
剛
、
七
七
ペ
ー
ジ
）

有隣堂横浜駅西口店 文芸担当・梅原潤一さんによる
手作りポップ。梅原さんのポップが立つと、売り上げ
がぐんと伸び、ライバル店や版元もその訴求力に舌を
まく。梅原潤一著『書店ポップ術─グッドセラーは
こうして生まれる』（試論社／ 2006 年）より。
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ポ
ッ
プ
を
作
ろ
う
と
し
て
本
を
読
む
と
き
、
読
書
と
い
う
行
為
が
〝
自
己
編
集
〞
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
考
え
る
段
階
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
と
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
が
抜
き
が
た
く
関
わ
っ
て
く
る
。
横
書
き

か
縦
書
き
か
、
ど
ん
な
書
体
に
す
る
か
、
字
の
太
さ
は
？　

色
は
？
…
…
結
果
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
装
丁
と
い
う

作
業
に
か
ぎ
り
な
く
近
づ
い
て
い
く
。

　

こ
こ
で
「
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
スtypeface

（
＝
書
体
）
」
と
「
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィtypography 

（
＝
文
字
に
よ
る
構
成
・

デ
ザ
イ
ン
）
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
明
朝
体
を
選
ぶ
か
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
選
ぶ
か
で
、
テ
ク
ス
ト
の
印
象
は
ま
っ
た
く
変
わ
る

（
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
）。
こ
の
「
明
朝
体
」
と
い
う
名
称
、
明
治
時
代
の
は
じ
め
に
日
本
で
生
ま
れ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

日
本
で
い
う
「
明
朝
体
」
を
、
中
国
で
は
「
宋
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
「
楷
体
」（
日
本
で
い
う
「
楷
書
体
」
）
は
〝
真
書
〞
な
い
し
〝
正
書
〞
と
も
呼
ば
れ
、
中
国
で
は
も
っ
と
も
正
統
な

書
体
だ
。
そ
の
「
楷
体
」
が
、
木
版
印
刷
の
台
頭
し
た
宋
時
代
に
彫
刻
書
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
「
宋
体
」
と
な
っ

た
。
宋
代
初
期
の
木
版
印
刷
で
は
、
ま
ず
書
家
が
字
を
書
き
、
そ
れ
を
刻
字
職
人
が
忠
実
に
覆ふ

つ

刻こ
く

（
か
ぶ
せ
彫
り
）

し
た
が
、
明
代
中
期
以
降
、
印
刷
物
の
急
増
に
伴
い
、
書
字
を
省
い
て
刻
字
職
人
が
直
接
版
木
を
彫
り
込
む
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
字
様
は
し
だ
い
に
筆
書
風
か
ら
離
れ
、
直
線
的
に
単
純
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
書
体

は
工
匠
が
直
接
彫
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
「
匠
体
」
と
も
呼
ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
明
朝
体
」
の
元
祖
と
な
っ
た
。
他
方
、

宋
代
初
期
の
彫
刻
書
風
に
倣
っ
た
書
体
は
「
倣0

宋
体
」
と
呼
ば
れ
て
区
別
さ
れ
、
こ
れ
が
後
に
日
本
で
「
宋
朝

0

0

体
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

最近のコンピュータでは、
ほぼ標準で中国語フォントがインストールされる。

右から
Adobe Song Std-L：宋体（日本でいう明朝体）
Adobe Fangsong Std-R：倣宋体（日本でいう宋朝体）
Adobe Kaiti Std-R：楷体（日本でいう楷書体）
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時
代
は
下
っ
て
清し

ん

代
、
一
八
世
紀
末
か
ら
活
発
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
中
国
伝
道
に
お
い
て
、
宣
教
師
た
ち
は
ま

ず
母
語
と
漢
字
を
対
照
す
る
辞
書
を
必
要
と
し
た
。
欧
文
活
字
と
混
植
可
能
な
漢
字
書
体
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
の
が
、
エ
レ
メ
ン
ト
（
書
体
を
構
成
す
る
要
素
）
が
直
線
的
で
、
縦
画
と
横
画
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
強
い
「
宋

体
」
だ
っ
た
。「
宋
体
」
は
、
当
時
流
行
の
モ
ダ
ン
・
ロ
ー
マ
ン
（
三
二
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
欧
文
活
字
と
相
性
が
よ
く
、

中
国
語
聖
書
作
成
の
過
程
で
、
い
っ
そ
う
機
械
的
な
均
整
感
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ガ
ン
ブ
ル W

illiam
 G

am
ble 

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
日
本
に
近
代

的
な
活
字
制
作
と
活
版
印
刷
の
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
ガ
ン
ブ
ル
は
上
海
の
美び

華か

書
館
（
ア
メ
リ
カ
長
老
会
が
伝
道

を
目
的
と
し
て
開
設
し
た
印
刷
出
版
組
織
）
の
館
長
を
務
め
、
中
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
帰
国
す
る
途
中
に
日
本
に
立
ち
寄

っ
て
い
る
。
ガ
ン
ブ
ル
を
招
請
し
た
本も

と

木ぎ

昌し
よ
う
ぞ
う

造
（
一
八
二
四
│

一
八
七
五

）
は
、
幕
府
の
和オ

ラ
ン
ダ蘭

通つ
う

詞じ

（
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
交
渉
で
通
訳

お
よ
び
税
官
吏
の
役
を
兼
ね
た
者

）
を
務
め
る

か
た
わ
ら
、
蘭
書
の
翻
刻
出
版
、
長
崎
製
鉄
所
の
御
用
係
、
鉄
橋
の
設
計
架
橋
、
造
船
、
印
刷
出
版
事
業
、
私
塾
経

営
な
ど
、
多
方
面
で
活
躍
し
た
傑
物
だ
っ
た
。
本
木
昌
造
は
美
華
書
館
活
字
を
も
と
に
、
近
代
活
字
書
体
と
し
て
の

「
明
朝
体
」
を
設
計
し
て
い
く
。

　

明
朝
体
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
漢
字
と
か
な
の
組
み
合
わ
せ
に
妙
味
が
あ
る
。
和
文
活
字
製
造
に
あ
た
っ
て
、

漢
字
は
美
華
書
館
活
字
に
倣
え
て
も
、
か
な
は
日
本
で
設
計
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
仮か

名な

」

と
は
、
日
本
語
の
音
節
を
表
す
た
め
に
漢
字
の
音
訓
を
当
て
た
「
仮
の
名
（
＝
文
字
）
」
を
意
味
し
、
か
た
か
な
は

漢
字
の
一
部
か
ら
、
ひ
ら
が
な
は
漢
字
の
草
書
を
簡
略
化
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
初
期
本
木
系
活
字
の
和
様
平
仮
名

京
都
府
宇
治
市
に
あ
る
黄
檗
（
お
う
ば

く
）
山
萬
福
寺
に
伝
わ
る
鉄
眼
（
て
つ

げ
ん
）
版
一
切
経
は
、
明
（
み
ん
）
代

の
彫
刻
書
風
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
短

時
間
で
仕
上
げ
る
た
め
、
エ
レ
メ
ン
ト

は
直
線
的
と
な
り
、
縦
画
と
横
画
は
分

業
化
し
て
彫
ら
れ
た
。
横
画
終
筆
の
ウ

ロ
コ
な
ど
、
後
の
「
明
朝
体
」
の
特
徴

を
見
て
と
れ
る
。



31 第一章：装丁あれこれ

活
字
は
一
八
六
種
類
も
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
が
、
活
字
普
及
の
過
程
で
統
合
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
今
日
の
か
な
書
体
は
、
活
字
作
成
の
過
程
で
確
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　

本
木
系
活
字
の
流
れ
を
汲
む
「
築
地
体
」
を
覆
刻
し
た
デ
ィ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
「
游ゆ

う

築つ
き

初
号
か
な
」
で
は
、
毛
筆

的
な
力
強
い
運
筆
の
な
か
に
、
楷
書
本
来
の
字
形
を
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

解
剖
学
者
の
養
老
孟
司
は
著
書
『
唯
脳
論
』（
青
土
社
、
一
九
八
九
年
）
で
、「
カ
ナ
は
読
め
る
が
漢
字
は
読
め
な
い
、

漢
字
は
読
め
る
が
カ
ナ
は
読
め
な
い
」
と
い
う
失
語
症
の
対
照
的
な
例
を
挙
げ
て
、
脳
内
で
は
「
よ
り
視
覚
的
な
」

漢
字
と
、「
よ
り
音
声
的
」
な
か
な
が
異
な
る
部
位
で
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
漢
字
と
か
な
の

織
り
な
す
独
特
の
リ
ズ
ム
感
や
「
可
読
性
」（
読
み
や
す
さ
）

│
す
な
わ
ち
日
本
語
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
考
え
る
上

で
、
養
老
の
所
見
は
と
て
も
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。
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次
に
欧
文
書
体
を
見
て
み
よ
う
。
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
完
成
さ
れ
た

「
ロ
ー
マ
ン
体 rom

an typeface 

」
は
、
エ
レ
メ
ン
ト
の
始
点
や
終
点
に
、

下
書
き
で
使
っ
た
平ひ

ら

筆ふ
で

の
名
残
で
あ
る
セ
リ
フ serif 

と
い
う
小
さ
な
突

出
線
を
持
つ
の
が
特
徴
だ
。
だ
か
ら
ロ
ー
マ
ン
体
は
「
セ
リ
フ
書
体 serif 
typeface

」
と
も
呼
ば
れ
る
。
近
代
活
字
で
は
ロ
ー
マ
ン
体
の
洗
練
が

い
っ
そ
う
進
み
、
セ
リ
フ
が
直
線
的
な
モ
ダ
ン
・
ロ
ー
マ
ン
が
登
場
し
た
。

モ
ダ
ン
・
ロ
ー
マ
ン
が
、
近
代
活
字
と
し
て
の
「
明
朝
体
」
に
大
き
な
影

響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
（
三
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
一
九
世
紀
以
降
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
や
広
告
デ
ザ
イ
ン
用
に
、

よ
り
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
書
体
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
要

求
に
応
え
る
べ
く
作
ら
れ
た
の
が
「
エ
ジ
プ
シ
ャ
ン egyptian 

」
だ
。

モ
ダ
ン
・
ロ
ー
マ
ン
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
よ
り
太
く
し
、
広
告
活
字
と
し
て

最
初
に
作
ら
れ
た
書
体
だ
っ
た
。
さ
ら
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
書
体
が
必

要
と
な
っ
た
と
き
、
残
さ
れ
た
道
は
す
べ
て
の
セ
リ
フ
を
と
り
は
ら
う
こ

と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
サ
ン
セ
リ
フ
書
体 sanserif typeface 

」
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語 sans 

は
「
無
い
」、
サ
ン
・
セ
リ
フ
（sans serif 

）
は
「
セ

リ
フ
な
し
」
を
意
味
す
る
。
サ
ン
セ
リ
フ
書
体
は
ド
イ
ツ
で
グ
ロ
テ
ス
ク

体
、
ア
メ
リ
カ
で
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
も
呼
ば
れ
た
。
日
本
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
、

ローマ碑文を模した「トレイジャン」

代表的なオールド・ローマン体「ギャラモン」。
平ペンで書いた名残をとどめ、古典的で柔らかい。

代表的なモダン・ローマン体「ボドニ」。19 世紀初頭に生まれ、
セリフは直線的・機械的に洗練されていった。

代表的なエジプシャン「ロックウェル」

19 世紀のサンセリフ書体の雰囲気を残す「アクツィデンツ・グロテスク」
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ア
メ
リ
カ
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
な
ら
っ
た
和
製
サ
ン
セ
リ
フ
書
体
だ
。

　

一
昔
前
は
、
書
籍
本
文
は
「
可
読
性
」
に
優
れ
た
明
朝
体
で
組
む
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
っ
た
が
、
可
読
性
と
い

う
も
の
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
異
な
る
。
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
の
可
読
性
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
ほ
う
が
明
ら
か
に
明
朝

体
に
勝
る
。
昨
今
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
人
気
は
、
は
っ
き
り
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ケ
ー
タ
イ
の
普
及
に
比
例
し
て
い
る
。

装
丁
だ
け
で
な
く
、
本
文
ま
で
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
組
む
書
籍
が
増
え
て
き
た
。
雑
誌
や
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
ゴ

シ
ッ
ク
体
し
か
使
っ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
若
い
世
代
に
と
っ
て
は
、
明
朝
体
よ
り
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
ほ
う
が
ず
っ

と
親
し
み
や
す
い
書
体
な
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、〝
彼
氏
〞
で
は
な
く
〝
カ
レ
シ
〞
と
い
っ
た
平
板
な
語
調
に
は

ゴ
シ
ッ
ク
体
が
ぴ
っ
た
り
合
う
し
、
色
彩
が
炸
裂
す
る
図
像
に
は
、
埋
没
し
に
く
い
見
出
し
ゴ
シ
ッ
ク
が
最
適
だ
。

　

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
中
国
由
来
の
漢
字
文
化
の
伝
統
、
明
治
以
降
の
欧
文
書
体
の
影
響
、
そ
し
て
日
本
独
自

の
か
な
文
字
と
い
う
三
つ
の
流
れ
が
合
流
し
て
、
和
文
書
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

装
丁
に
お
け
る
書
体
選
択
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
考
慮
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス

ト
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
書
体
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ベ
ス
ト
と
思
っ
て
選
ん
だ
書
体
が
、
組
み
上
げ
て

み
る
と
、
ど
う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
こ
と
も
多
い
。
書
名
の
佇
ま
い
は
、
書
体
だ
け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
文

字
詰
め
、
文
字
の
微
妙
な
縮
小
拡
大
や
変
形
、
か
な
書
体
の
変
更
と
い
っ
た
細
か
い
作
業
を
通
し
て
決
定
さ
れ
る
。

こ
う
な
る
と
問
題
は
、「
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス typeface
（
書
体
）
」
か
ら
「
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィtypography 

」
の
領
域

へ
と
移
る
。
日
本
語
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
面
白
い
。

ローマン体（セリフ書体）に
通じる雰囲気を持つ「明朝体」

和製サンセリフ書体と
いうべき「ゴシック体」
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タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
も
う
一
つ
の
可
能
性
が
「
書
き
文
字
」
だ
。
ポ
ッ
プ

で
も
見
た
よ
う
に
、
書
き
文
字
は
独
特
の
パ
ワ
ー
と
訴
求
力
を
持
ち
、
既
成

の
書
体
を
は
る
か
に
上
回
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。
わ
た
し
も
〝
人
と
な

り
〞
や
肉
声
を
リ
ア
ル
に
感
じ
さ
せ
た
い
装
丁
に
は
、
書
き
文
字
を
書
く
。

　

独
自
の
書
き
文
字
で
知
ら
れ
た
編
集
装
丁
者
・
田
村
義
也
は
、
一
冊
の
本

の
書
き
文
字
に
平
均
し
て
一
ヵ
月
を
費
や
し
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
分
、

納
得
の
い
く
文
字
を
書
き
上
げ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
必
要
と
な
る
。

書き文字を使った、わたしの装丁例
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と
こ
ろ
で
「
修し

ゆ
う
え
つ悦
体
」
と
い
う
書
体
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
活
字
由
来

の
「
秀し

ゆ
う
え
い英

体
」（
二
五
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
な
伝
統
の
あ
る
書
体
で
は
な
い
。

二
〇
〇
三
年
、
新
宿
駅
の
改
修
工
事
現
場
で
乗
客
の
誘
導
業
務
を
し
て
い

た
佐
藤
修
悦
さ
ん
が
、
お
客
さ
ん
の
た
め
に
ガ
ム
テ
ー
プ
で
案
内
標
識
を

作
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
書
体
が
乗
客
の
話
題
と
な
り
、
本
ま

で
出
版
さ
れ
る
（『
ガ
ム
テ
ー
プ
で
文
字
を
書
こ
う
』
佐
藤
修
悦
監
修
、
世
界
文

化
社
、
二
〇
〇
九
年
）
ブ
ー
ム
を
呼
ん
だ
、
そ
ん
な
書
体
で
あ
る
。

　
「
修
悦
体
」
の
持
ち
味
は
、
直
線
主
体
の
「
ガ
ム
テ
ー
プ
文
字
」
と
い

う
通
念
を
覆
す
独
特
な
「
文
字
の
丸
み
」
に
あ
る
。
佐
藤
修
悦
さ
ん
の
デ

ザ
イ
ン
感
覚
は
卓
抜
で
、
そ
の
ガ
ム
テ
ー
プ
文
字
は
、「
丸
み
」
を
付
け

な
く
て
も
造
形
的
だ
し
、
実
用
性
も
十
分
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に

一
手
間
か
け
て
、
丸
み
を
付
け
て
い
く
と
こ
ろ
が
「
修
悦
体
」
の
本
領
だ
。

文
字
外
側
の
角
を
丸
く
カ
ッ
タ
ー
で
切
り
、
切
っ
た
パ
ー
ツ
を
「
カ
ッ
ト

＆
ペ
ー
ス
ト
」
の
要
領
で
角
の
内
側
に
貼
り
込
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
、
実

用
性
だ
け
か
ら
言
え
ば
、〝
ム
ダ
〞
な
作
業
が
「
修
悦
体
」
を
特
徴
づ
け
、

し
か
も
そ
の
〝
ム
ダ
〞
が
、「
カ
ッ
ト
＆
ペ
ー
ス
ト
」
と
い
う
き
わ
め
て

JR 日暮里駅構内で見かけた「修悦体」
（次ページとも、2009 年 7 月 5 日撮影）
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〝
ム
ダ
〞
の
な
い
作
業
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

　

佐
藤
さ
ん
は
「
鉄
道
を
利
用
す
る
お
客
様
が
イ
ラ
イ
ラ
し
た
り
不
便
を
感
じ
な
い
で
す
む
方
法
は
な
い
も
の
か
と

模
索
し
て
い
る
う
ち
に
自
然
に
誕
生
し
た
の
が
ガ
ム
テ
ー
プ
文
字
で
し
た
」
と
言
う
。「
う
ま
く
作
れ
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
心
が
こ
も
っ
て
い
る
事
が
大
切
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
修
悦
体
の
原
点
な
ん
で
す
か
ら
」
と
も
語
る
（
以
上
、

『
ガ
ム
テ
ー
プ
で
文
字
を
書
こ
う
』
よ
り
）。「
修
悦
体
」
の
独
特
な
「
丸
み
」
は
、
イ
ラ
イ
ラ
し
た
乗
客
の
心
を
な
ご
ま

せ
よ
う
と
す
る
配
慮
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
。

　
「
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
愛
だ
」
な
ど
と
プ
ロ
が
言
っ
た
ら
鼻
白
む
。
し
か
し
、
無
名
の
警
備
員
の
手
作
り
ガ
ム
テ

ー
プ
文
字
が
「
愛
」
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
抗
い
が
た
い
説
得
力
を
感
じ
て
し
ま
う
。「
実
用
性
」
＋
「
愛
」
に
よ
っ
て
、

新
し
い
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
見
る
人
に
伝
わ
る
…
…
世
の
中
、
案
外
捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。

　
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
業
界
の
枠
内
で
し
か
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
自
身
を
反
省
す
る
と
と
も

に
、
た
だ
優
し
い
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
と
な
く
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
「
修
悦
体
」
に
、
機
能
性
・
実
用
性
・
新
理
念

と
い
っ
た
二
〇
世
紀
前
半
の
デ
ザ
イ
ン
運
動
（
た
と
え
ば
欧
文
書
体
フ
ツ
ー
ラ Futura 

に
象
徴
さ
れ
る
）
の
底
流
を
感
じ

て
、
何
だ
か
う
れ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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文字外側の角を丸くカッターで切り、
切ったパーツを「カット＆ペースト」
で角の内側に貼り込んでいく。この丸
みが「修悦体」の特徴だ。

フツーラ（Futura）はラテン語で「来たるべき」を意味し、英語の future（未来）
の語源。幾何学的・近代的な造形は、1920 年代の自由な時代精神を反映している。
日本では、一時「ヒトラーが愛した書体」、「ドイツやイスラエルで使用がタブー
視されている」といった有らぬ言説が流されたが、事実はまったく逆で、ナチス
はフツーラをはじめとする近代的なサンセリフ書体を「文化的共産主義」として
弾圧し、フツーラをデザインしたパウル・レンナーを教職から追放した。
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電
子
ブ
ッ
ク
と「
書
物
と
し
て
の
身
体
」

　

電
子
ブ
ッ
ク
の
台
頭
で
、「
物モ

ノ

で
あ
る
本
」
の
存
亡
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
中
で
、
今

福
龍
太
（
一
九
五
五
│　

文
化

人
類
学
者
・
批
評
家

）
の
『
身
体
と
し
て
の
書
物
』（
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
表
層
的
な
議
論

を
突
き
ぬ
け
「
物
で
あ
る
本
」
の
本
質
を
鮮
や
か
に
指
し
示
す
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
た
ど
る
余
裕
は
な
い
が
、

「
身
体
と
し
て
の
書
物
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
「
書
物
と
し
て
の
身
体
」
と
逆
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

今
福
が
示

し
た
論
点
を
新
た
な
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
。

　

本
と
は
、
必
ず
し
も
簡
単
に
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
し
た
り
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
消
費
し
た
り
す
る
こ
と
の
で

き
る
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
い
、
と
い
う
点
こ
そ
が
重
要
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
一
冊
の
書
物
か
ら
あ
る
特
定
の
言

葉
だ
け
を
探
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
現
実
の
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
は
瞬
時
に
「
検
索
」
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
実
際
に
ペ
ー
ジ
を
手
繰
っ
て
、
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
特
定
の
言
葉

が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
頻
度
や
間
合
い
を
自
分
で
測
り
な
が
ら
、
飛
ば
し
読
み
を
す
る
コ
ツ
を
体
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
を
読
み
、
手
で
め
く
り
、
に
お
い
を
嗅
ぐ
、
そ
う
し
た
ひ
じ
ょ
う
に
複
雑
な
一
連
の
身

体
動
作
を
通
じ
て
、
書
物
の
ト
ー
タ
リ
テ
ィ
は
人
間
に
受
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
身
体
的
な
プ
ロ
セ
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ス
を
完
全
に
デ
ィ
ジ
タ
ル
化
・
機
械
化
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
で
き
ま
せ
ん
。
文
字
検
索
機
能
が
な
い
こ
と

を
本
の
欠
点
で
あ
る
よ
う
に
見
な
す
人
が
こ
の
社
会
で
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し

デ
ィ
ジ
タ
ル
な
検
索
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
、
書
物
へ
の
物
質
的
な
触
感
を
と
お
し
た

知
覚
や
認
識
の
重
要
性
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（『
身
体
と
し
て
の
書
物
』
今
福
龍
太
、
二
一
│
二
二
ペ
ー
ジ
）

　
「
物
で
あ
る
本
」
の
危
機
は
、
装
丁
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
る
わ
た
し
に
と
っ
て
も
由
々
し
き
事
態
だ
。
と
は
い

え
、
こ
の
期
に
及
ん
で
ジ
タ
バ
タ
し
て
も
仕
方
な
い
。
ち
ょ
っ
と
頭
を
冷
や
そ
う
。

　

定
冠
詞
つ
き
の
本
＝ the Book 

は
、
聖
書
を
指
す
。
世
界
的
・
歴
史
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
う
ば
か
り
で
は
な

く
、
聖
書
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
粘
土
板
か
ら
、
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ピ
ル
ス
、
パ
ー
チ
メ
ン
ト
（
羊
皮
紙
）
の
コ
デ
ッ

ク
ス
（
冊
子
体
）、
そ
し
て
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
ま
で
、
ま
さ
に
「
書
物
の
歴
史
」
を
包
摂
し
体
現
し
て
い

る
。
だ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
、
つ
い
つ
い
キ
リ
ス
ト
教
を
「
書
物
の
宗
教
」
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

　

ナ
ザ
レ
の
貧
し
い
大
工
イ
エ
ス
は
、「
文
字
」
で
は
な
く
「
語
り
」
に
よ
っ
て
宣
教
し
た
。
そ
の
使
徒
た
ち
も
同

様
で
、
最
初
に
文
書
化
さ
れ
た
イ
エ
ス
伝
＝
マ
ル
コ
福
音
書
が
成
立
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
イ
エ
ス
の
死
後
四
〇

年
後
だ
。
こ
の
間
、
イ
エ
ス
の
教
え
は
「
口
伝
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
。
新
約
聖
書
に
は
イ
エ
ス
の
生
涯
と
教
え

を
伝
え
る
「
福
音
書
」
が
四
つ
収
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
異
な
る
四
種
類
の
イ
エ
ス
伝
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
自
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体
興
味
つ
き
な
い
問
題
だ
が
、
中
で
も
「
言こ

と
ばが
肉
と
な
っ
た
」
と
す
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
書
物
の
歴
史
を
考
え
る

上
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
神
の
言
は
イ
エ
ス
の
「
身
体
」
に
「
受
肉
」
さ
れ
、「
書
物
と
し
て
の
身
体
」
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
…
…
。
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
を
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
冒
頭
の
一
節
は
鮮
や
か
に
要
約
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
伝
統
は
中
世
の
教
会
に
も
受
け
継
が
れ
、
修
道
士
た
ち
は
聖
書
を
丸
暗
記
す
べ
く
厳
し
く
訓
練
さ
れ
た
。
も

ち
ろ
ん
写
本
と
い
う
手
段
は
あ
っ
た
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
教
典
を
写
す
と
い
う
行
為
は
、
写
本
を
作
る
〝
目

的
〞
以
上
に
、
テ
ク
ス
ト
を
自
身
に
受
肉
さ
せ
る
〝
手
段
〞
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
写
本
を
作
る
際
、
テ
ク
ス
ト
は
正

確
を
期
す
た
め
に
必
ず
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
同
様
だ
が
、
聖
典
は
、
本
来
「
公
共
空

間
」
で
音
読
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。

　

グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
活
版
印
刷
に
よ
る
聖
書
は
、
そ
ん
な
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
革
命
的
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
。

「
書
物
と
し
て
の
聖
書
」
を
熱
烈
に
求
め
た
の
は
、
貴
族
や
富
裕
な
商
人
ら
世
俗
の
人
々
だ
っ
た
。
彼
ら
は
知
識
と

富
は
あ
っ
て
も
、
教
会
の
特
権
的
な
知
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
修
道
士
の
「
体
得
さ
れ
た
知
」
が
、

紙
に
印
刷
さ
れ
た
本
と
化
し
、
高
価
で
は
あ
る
が
商
品
と
し
て
「
買
う
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

「
知
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
し
て
の
本
は
、
電
子
ブ
ッ
ク
の
登
場
を
は
る
か
に
上
回
る
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ

た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
当
初
「
紙
に
印
刷
さ
れ
た
聖
書
」
を
瀆
神
的
な
存
在
と
み
な
し
た
。
グ

ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
は
、「
書
物
と
し
て
の
身
体
」
が
「
身
体
と
し
て
の
書
物
」（
今
福
龍
太
）
へ
と
変
容
す
る
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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大
量
印
刷
物
と
し
て
の
聖
書
は
、
教
会
と
い
う
「
公
共
空
間
」
を
抜
け
出
し
、「
黙
読
」
の
普
及
と
あ
い
ま
っ
て
、

読
書
に
時
空
を
超
え
た
個
人
性
を
付
与
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
本
を
読
む
と
き
に
「
黙
読
」
を
自
明
の
前
提
と
し
て

い
る
が
、
宗
教
改
革
以
前
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
告
白
』
の
第
六
巻
第
三
章
で
、
ア
ン

ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
読
書
を
「
か
れ
が
書
を
読
ん
で
い
た
と
き
、
そ
の
眼
は
紙
面
の
上
を
馳
せ
、
心
は
意
味
を
さ
ぐ
っ
て

い
た
が
、
声
も
立
て
ず
、
舌
も
動
か
さ
な
か
っ
た
」
と
驚
き
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、「
物
で

あ
る
本
」
に
は
、「
受
肉
し
た
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
の
ア
ウ
ラ
（aura

＝
オ
ー
ラ
）
が
、
か
ろ
う
じ
て
留
ま
っ
て
い
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
「
書
物
の
歴
史
」
は
、
そ
の
ま
ま
人
間
の
「
脳
化
」
の
歴
史
、「
身
体
」
喪
失
の
歴
史
だ
っ

た
。
そ
し
て
今
日
、
身
体
性
の
最
後
の
縁よ

す
がで
あ
っ
た
「
物
で
あ
る
本
」
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
間
は
は
た

し
て
神
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
亡
霊
に
な
っ
た
の
か
。

　

米
原
万
里
さ
ん
が
名
作
『
オ
リ
ガ
・
モ
リ
ソ
ヴ
ナ
の
反
語
法
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
取
り
入
れ
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
思
い
出
す
。
ラ
ー
ゲ
リ
（
強
制
収
容
所
）
に
囚
わ
れ
た
女
囚
た
ち
は
、
夜
ご
と
に
記
憶
の
中
に
あ
っ
た
本
を

声
に
出
し
て
補
い
合
い
、
か
つ
て
読
ん
だ
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
、
詩
を
次
々
に
「
読
破
」
し
て
い
っ
た
。『
戦
争
と
平

和
』
や
『
白
鯨
』
の
よ
う
な
大
長
編
ま
で
が
ほ
ぼ
字
句
通
り
に
再
現
さ
れ
、
重
労
働
と
飢
え
で
憔
悴
し
き
っ
て
い
た

女
囚
た
ち
に
生
命
力
を
吹
き
込
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
実
話
で
あ
り
、「
書
物
と
し
て
の
身
体
」
の
持

つ
力
を
伝
え
て
く
れ
る
。

　

し
か
し
、
考
え
て
み
よ
う
。
彼
女
た
ち
を
「
書
物
と
し
て
の
身
体
」
た
ら
し
め
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
「
身
体

と
し
て
の
書
物
」、
す
な
わ
ち
「
物
で
あ
る
本
」
の
読
書
体
験
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
個
々
の
読
書
体
験
が
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「
共
有
」
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
自
体
に
、
イ
エ
ス
の
宣
教
に
通
じ
る
「
公
共
性
」
と
「
身
体
性
」
が
と
ど
め
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
を
支
え
た
イ
ン
フ
ラ
の
両
輪
＝
「
活
字
と
紙
」
の
う
ち
、「
活
字
」、
す
な
わ
ち
金
属
活
字

と
活
版
印
刷
は
、
ほ
ぼ
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
味
わ
い
を
い
く
ら
云
々
し
て
も
、
残
念
な
が
ら
産
業
と
し
て
成

り
立
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

装
丁
家
の
中
に
は
、
電
子
ブ
ッ
ク
に
対
抗
し
て
「
工
芸
品
」
的
な
本
づ
く
り
を
め
ざ
す
動
き
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ

れ
で
い
い
の
だ
が
、「
物
で
あ
る
本
」
の
ア
ウ
ラ
を
強
調
し
す
ぎ
れ
ば
、「
活
字
保
存
」
と
同
じ
陥か

ん

穽せ
い

に
嵌は

ま

り
は
し
な

い
か
。
製
紙
・
印
刷
・
製
本
と
い
っ
た
「
製
造
業
」
に
お
い
て
は
、
機
械
を
常
時
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
死
活
問
題
だ
。

フ
リ
の
客
を
軽
視
し
て
〝
通
の
客
〞
だ
け
相
手
に
し
て
い
た
の
で
は
店
は
な
り
た
た
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
紙
の
本
が

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。

　

大
量
印
刷
物
と
し
て
の
紙
の
本
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
版
元
や
書
店
、
流
通
業
界
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
フ
ラ

と
な
る
製
紙
・
印
刷
・
製
本
と
い
っ
た
製
造
業
界
、
そ
し
て
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
戦
略
を
練

る
必
要
が
あ
る
。
電
子
ブ
ッ
ク
問
題
と
は
、「
身
体
」
を
ス
ポ
イ
ル
し
続
け
る
「
都
市
化
＝
脳
化
」
の
帰
結
で
あ
り
、

「
心
と
身
体
」
と
い
う
古
典
的
相
克
を
あ
ら
た
め
て
問
い
か
け
る
問
題
な
の
だ
。

　

一
度
失
わ
れ
た
「
身
体
」
を
取
り
戻
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
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「
物モ

ノ

で
あ
る
本
」は
残
る
の
か
？

　

電
子
ブ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
出
版
界
は
ど
う
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
電
子
配
信
や
課
金
の
技
術
は
格
段
に
洗
練
さ
れ
て

き
た
。
紙
の
よ
う
に
薄
い
電
子
ペ
ー
パ
ー
だ
っ
て
夢
で
は
な
い
。
本
体
の
売
り
上
げ
以
上
に
広
告
収
入
に
依
存
す
る

雑
誌
は
、
話
題
性
か
ら
も
、
速
報
性
か
ら
も
、
電
子
化
へ
向
け
て
一
気
に
舵
を
切
る
だ
ろ
う
。
雑
誌
編
集
者
は
電
子

ブ
ッ
ク
に
向
け
て
や
る
気
ま
ん
ま
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
紙
の
本
も
残
る
と
は
思
う
。
し
か
し
「
雑
誌
」
と
い
う
外
堀
を

埋
め
ら
れ
れ
ば
、「
紙
の
本
」
の
未
来
は
け
っ
し
て
楽
観
で
き
な
い
。

　
「
雑
誌
は
電
子
。
人
文
書
は
紙
」
と
い
け
ば
い
い
が
、
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
人
文
書
は
も
と
も
と
儲
け
が

で
な
い
部
門
だ
が
、
大
手
出
版
社
は
自
ら
の
プ
ラ
イ
ド
を
か
け
、
雑
誌
の
収
益
を
注
ぎ
込
ん
で
刊
行
し
て
い
た
。
単

に
収
益
だ
け
で
な
く
、
雑
誌
は
新
た
な
企
画
の
畑
で
あ
り
、
新
人
編
集
者
の
教
育
の
場
で
あ
り
、
全
国
津
々
浦
々
の

書
店
に
本
を
運
ぶ
イ
ン
フ
ラ
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
雑
誌
の
衰
退
は
、
そ
の
ま
ま
出
版
の
血
脈
が
衰
え
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
雑
誌
刊
行
は
本
体
の
売
り
上
げ
以
上
に
広
告
収
入
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、「
い
か
に
広
告
収
入
を
確
保
す

る
か
」
が
至
上
課
題
だ
っ
た
。

　

原
価
率
を
圧
縮
し
て
収
益
を
改
善
し
、
話
題
性
を
得
、
広
告
収
入
も
得
よ
う
と
し
た
ら
、
雑
誌
の
電
子
化
は
や
む

を
え
な
い
流
れ
と
は
思
う
。
森
林
伐
採
や
廃
棄
処
分
も
な
い
か
ら
「
地
球
に
や
さ
し
い
!?
」。
だ
が
、
そ
う
な
れ
ば
、
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人
文
書
は
い
や
で
も
追
随
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
？　
「
紙
の
本
」
を
残
そ
う
に
も
、
製
紙
・
印
刷
・
製

本
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
が
衰
退
し
て
し
ま
え
ば
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
か
ら
だ
。『
紙
の
本
が
亡
び
る
と
き
？
』（
青

土
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
著
者
・
前
田
塁
は
、
活
版
印
刷
再
興
の
動
き
を
例
に
「
紙
の
本
も
残
る
」
と
楽
観
視
す
る
港

千
尋
（
一
九
六
〇
│　

写
真
家
・
批
評
家

）
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
疑
義
を
呈
す
る
。

　

台
湾
に
し
て
も
先
の
フ
ラ
ン
ス
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
活
字
と
い
う
も
の
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
し

て
認
識
し
、
何
ら
か
の
形
で
残
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
し
か
し
そ
れ
は
、
マ
ス
・
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

の
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の
印
刷
技
術
を
、
動
か
な
く
な
っ
た
蒸
気
機
関
車
を
展
示
す
る
よ
う
に
、
静
的
保
存
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
自
体
が
逆
に
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
活
字

が
も
は
や
不
要
で
あ
る
こ
と
を
刻
み
込
ん
で
い
る
気
が
し
ま
す
。 

（『
週
刊
読
書
人
』
二
〇
一
〇
年
四
月
九
日
号
）

　
「
活
字
」
や
「
紙
の
本
」
の
ア
ウ
ラ
（aura

＝
オ
ー
ラ
）
を
強
調
す
る
こ
と
が
、〝
大
量
複
製
技
術
〞
と
し
て
の
近
代

出
版
の
本
質
を
否
定
し
て
し
ま
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
前
田
は
鋭
く
突
く
。

　

電
子
ブ
ッ
ク
の
も
つ
長
所
、
す
な
わ
ち
利
便
性
と
省
資
源
性
（
い
わ
ゆ
る
「
地
球
に
や
さ
し
い
」
点
）、
さ
ら
に
は
絶

版
と
な
っ
て
い
る
多
く
の
本
に
再
生
の
機
会
を
与
え
、
小
出
版
社
や
こ
れ
ま
で
発
表
の
場
を
は
ば
ま
れ
て
き
た
人
々

に
出
版
の
可
能
性
を
広
げ
る
点
、
出
版
に
「
出
版
社
以
外
」
が
参
入
す
る
道
を
開
く
点
に
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
や
は
り
、
電
子
ブ
ッ
ク
の
決
定
的
な
「
負
」
の
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

葉書や名刺などで人気の高い清朝体
（せいちょうたい）活字。明治期に日

本で作られた筆書風の書体で、中国の
清（しん）朝とは関係ない。
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電
子
ブ
ッ
ク
の
台
頭
で
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
（
電
子
情
報
技
術
を
使
い
こ
な
せ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
格

差
）
は
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
。
電
子
ブ
ッ
ク
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ソ
ー
ス
は
配
信
側
の
サ
ー
バ
に
一
元
化
さ
れ
、「
書
物

の
読
者
」
は
、「
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ユ
ー
ザ
」
へ
と
転
じ
る
。
配
信
側
の
一
方
的
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に

よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
が
次
々
と
上
書
き
さ
れ
て
し
ま
う
点
、
つ
ま
り
「
版
」
と
い
う
概
念
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
点

も
深
刻
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　

何
よ
り
憂
慮
さ
れ
る
の
は
、「
テ
ク
ス
ト
の
物
質
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
消
失
に
よ
り
、
読
書
体
験
そ
の
も
の

が
ど
う
変
質
す
る
か
、
そ
れ
が
ど
ん
な
影
響
を
人
間
に
も
た
ら
す
の
か
を
、
誰
も
予
想
で
き
な
い
点
だ
。

　

書
物
と
は
、
い
わ
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
発
生
・
顕
現
さ
せ
る
物
質
的
な
装
置
な
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
書

物
に
お
い
て
は
じ
め
て
テ
ク
ス
ト
と
出
会
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
作
者
は
け
っ
し
て
書
物
を
書
か
な
い
。

作
者
の
書
く
の
は
テ
ク
ス
ト
に
す
ぎ
ぬ
。（
中
略
）
テ
ク
ス
ト
自
体
を
抽
象
的
に
と
り
だ
し
、
書
物
の
物
質
性

と
切
り
は
な
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
。 

（『
書
物
に
つ
い
て
』
清
水
徹
、
四
ペ
ー
ジ
）

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
書
物
が
「
巻
物
」
か
ら
「
冊コ

デ
ツ
ク
ス

子
体
」
に
移
っ
た
の
は
、
パ
ピ
ル
ス
か
ら
パ
ー
チ
メ

ン
ト
（
羊
皮
紙
）
へ
、
と
い
う
基
底
材
の
変
化
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。「
ロ
ー
マ
政
府
か
ら
禁
じ
ら
れ
た
文
献
を
、

衣
服
の
中
に
隠
し
て
持
ち
歩
く
の
に
好
都
合
」
で
「
ペ
ー
ジ
ご
と
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
、
読
者
は
読
み
た

い
箇
所
を
簡
単
に
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
」（『
読
書
の
歴
史
』
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ン
グ
ェ
ル
）
か
ら
な
の
だ
。

　

こ
の
「
冊コ

デ
ツ
ク
ス

子
体
革
命
」
が
書
物
の
歴
史
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
革
命
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
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《
冊コ

デ
ツ
ク
ス

子
体
》
は
、
黙
読
を
助
け
る
よ
う
な
句
読
点
の
体
系
と
明
確
な
ま
と
ま
り
を
指
示
す
る
段
落
と
に
よ
る

文
章
配
置
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
書
物
と
し
て
完
成
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
停
止
、
反
省
、
後
戻

り
を
読
み
手
に
要
請
す
る
よ
う
な
種
類
の
文
章
を
書
く
こ
と
も
自
由
に
な
る
。
複
雑
な
構
造
を
も
つ
、
つ
ま
り

複
雑
で
構
築
的
な
論
理
を
構
成
し
う
る
文
章
語
が
こ
こ
に
成
立
し
た
。（『
書
物
に
つ
い
て
』
清
水
徹
、
八
九
ペ
ー
ジ
）

　

奇
妙
な
こ
と
に
、「
冊コ

デ
ツ
ク
ス

子
体
革
命
」
以
来
の
書
物
の
歴
史
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
、
今
日
、
ウ
ェ
ブ
や
一
部
の

電
子
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
、
ペ
ー
ジ
概
念
が
消
失
し
て
い
る
（
本
書
二
一
八
│
二
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
）。
そ
の
結
果
、
ペ
ー

ジ
間
の
自
由
な
行
き
来
や
、
直
感
的
な
飛
ば
し
読
み
が
困
難
と
な
っ
た
。
ウ
ェ
ブ
デ
ザ
イ
ン
の
初
期
に
は
、「
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ペ
ー
ジ
概
念
が
か
ろ
う
じ
て
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
ブ
ロ
グ

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
「
巻
物
化
」
が
顕
著
と
な
っ
た
。
ウ
ェ
ブ
上
で
は
、「
何
ペ
ー
ジ
、
何
行
目
」

と
い
っ
た
「
ペ
ー
ジ
概
念
」
に
基
づ
く
「
知
の
共
有
」
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に Tw

itter 

に
い
た
っ
て
、「
巻
物

化
」
は
お
ろ
か
、
テ
ク
ス
ト
群
は
「
竹
簡
・
木
簡
」
へ
と
先
祖
返
り
し
つ
つ
あ
る
。

　
「
紙
の
本
が
な
く
な
る
」
と
い
う
懸
念
は
、「
短
期
的
に
は
杞
憂
だ
が
、
長
期
的
に
は
避
け
が
た
い
流
れ
」
と
い
う

の
が
専
門
筋
の
見
方
だ
が
、
こ
う
し
た
流
れ
を
望
み
つ
つ
、
春
風
社
（
編
集
者
安
原
顯
に
師
事
し
た
三
浦
衛
ら
に
よ

っ
て
一
九
九
九
年
に
創
業
さ
れ
た
出
版
社

）
の
三
浦
衛ま

も
るは

達
観

し
た
視
点
を
示
し
て
く
れ
る
。
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立
花
（
隆
）
さ
ん
は
、
本
の
い
ち
ば
ん
重
要
な
要
素
は
情
報
で
あ
る
と
言
う
。
ボ
ク
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

手
ざ
わ
り
感
。
こ
れ
だ
と
思
う
。
食
に
た
と
え
れ
ば
、
情
報
と
い
う
の
は
言
わ
ば
栄
養
素
み
た
い
な
も
の
。
栄

養
素
は
大
事
だ
。
し
か
し
、
大
事
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
栄
養
素
に
還
元
さ
れ
た
サ
プ
リ
メ
ン
ト
ば
か
り
食
っ
て

い
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。 

（『
出
版
は
風
ま
か
せ
』
三
浦
衛
、
春
風
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
四
│
一
〇
五
ペ
ー
ジ
）

　

こ
の
ご
ろ
つ
ら
つ
ら
考
え
ま
す
。
本
と
は
何
か
と
。

　

文
章
を
盛
る
器
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
今
の
と
こ
ろ
の
わ
た
し
の
結
論
で
す
。

　

機
能
性
だ
け
で
い
え
ば
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
容
器
に
料
理
を
盛
り
付
け
て
も
い
い
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
ろ
を

込
め
て
つ
く
っ
た
料
理
は
、
見
た
目
に
も
美
し
い
手
び
ね
り
の
器
で
い
た
だ
き
た
い
。
電
子
ブ
ッ
ク
の
普
及
は

仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
あ
る
種
の
文
章
は
、
紙
に
印
刷
さ
れ
た
本
で
読
み
た
い
気
が
し
ま
す
。
そ
の
気

持
ち
が
失
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
本
は
無
く
な
ら
な
い
し
、
出
版
社
も
存
続
可
能
で
し
ょ
う
。
た
だ
数
は
確
実
に
減

る
は
ず
で
す
。
生
き
残
り
を
掛
け
た
熾
烈
な
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
そ
う
で
す
が
、「
手
び
ね
り
の
器
」
的
本

と
な
る
と
、
大
量
生
産
大
量
消
費
を
本
旨
と
す
る
資
本
主
義
よ
り
も
家
内
制
手
工
業
が
似
合
い
で
す
（
後
略
）。

（『
出
版
は
風
ま
か
せ
』
二
八
五
│
二
八
六
ペ
ー
ジ
）

　

菊
地
信
義
が
著
書
『
装
幀
談
義
』
で
深
い
思
い
を
も
っ
て
綴
る
よ
う
に
、「
本
を
手
に
す
る
」
と
い
う
行
為
は
一

編
の
ド
ラ
マ
だ
。
電
子
技
術
に
よ
っ
て
「
身
体
性
」
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、、
活
版
印
刷
、
銀
塩
フ
ィ
ル
ム
、

L
P
レ
コ
ー
ド
と
い
っ
た
ア
ナ
ロ
グ
技
術
を
再
評
価
す
る
動
き
が
、
若
い
世
代
に
芽
生
え
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
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書
店
、
映
画
館
、
寄
席
、
芝
居
、
銭
湯
と
い
っ
た
生
身
の
人
間
が
集
う
空
間
も
ま
た
注
目
さ
れ
、「
公
共
空
間
」

と
し
て
の
新
た
な
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
皮
肉
に
も
、
電
子
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、「
身
体
を
取
り
戻
す
。
リ
ア
ル

な
生
を
取
り
戻
す
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
書
籍
電
子
化
に
つ
い
て
は
第
五
章
で
も
う
一
度
詳
し
く
ふ

れ
た
い
。　

　

影
書
房
の
松
本
昌ま

さ

次つ
ぐ

さ
ん
に
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
生
ま
れ
の
松
本
さ
ん
は
、
戦
後
出
版
史

を
体
現
す
る
ベ
テ
ラ
ン
編
集
者
だ
。
交
流
が
あ
っ
た
著
者
は
、
花
田
清
輝
、
埴
谷
雄
高
、
丸
山
眞
男
、
野
間
宏
、
井

上
光
晴
、
藤
田
省
三
、
上
野
英
信 

等
々
。
松
本
さ
ん
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
本
が
面
白
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。

著
者
と
編
集
者
が
面
白
か
っ
た
。
読
者
も
面
白
か
っ
た
。
そ
ん
な
感
想
を
述
べ
た
ら
、
松
本
さ
ん
は
「
著
者
と
飲
ん

で
、
議
論
し
て
、
喧
嘩
し
て
…
…
す
っ
た
も
ん
だ
の
挙
げ
句
に
、
ま
あ
、
つ
い
で
に
本
で
も
作
る
か
と
。
お
ま
け
み

た
い
に
本
が
で
き
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
ね
」
と
笑
っ
た
。
あ
の
数
々
の
名
著
が
「
お
ま
け
」
だ
っ
た
、

と
い
う
驚
き
に
打
た
れ
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
松
本
さ
ん
は
「
物モ

ノ

で
あ
る
本
」
に
限
り
な
い
愛
着
を
抱
い
て
い
る
。
だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
生

き
た
「
本
」
と
は
、「
物
」
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、「
お
ま
け
」
に
す
ぎ
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。



第
二
章　

本
づ
く
り
の
現
場
か
ら 

─ 

「
吉
村
昭
歴
史
小
説
集
成
」の
製
作
過
程
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本
づ
く
り
の
基
本

　

こ
の
章
で
は
、
本
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
際
に
た
ど
り
な
が
ら
、
装
丁
と

い
う
作
業
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
装
丁
・
造
本
に
関

す
る
最
小
限
の
予
備
知
識
が
必
要
に
な
る
。

　

本
に
は
、
上
製
本
と
並
製
本
が
あ
る
。
上
製
本
と
は
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
カ
バ

ー
、
厚
い
ボ
ー
ル
紙
の
芯
が
入
っ
た
し
っ
か
り
し
た
表
紙
に
よ
る
造
本
。
並
製

本
は
、
文
庫
本
や
新
書
の
よ
う
に
、
や
や
厚
め
の
紙
を
表
紙
と
し
た
ペ
ー
パ
ー

バ
ッ
ク
と
よ
ば
れ
る
造
本
だ
。

　

ペ
ー
ジ
の
上
部
を
「
天
」、
下
部
を
「
地
」、
中
身
を
と
じ
て
あ
る
側
を
「
の

ど
」、
ペ
ー
ジ
を
開
く
側
を
「
小
口
」
と
呼
ぶ
。
並
製
本
で
は
表
紙
と
本
体
を
一

緒
に
断
裁
し
て
仕
上
げ
る
が
、
上
製
本
は
、
表
紙
の
三
方
（
天
・
地
・
小
口
）
が

中
身
よ
り
3
ミ
リ
ほ
ど
張
り
出
し
て
、
庇ひ

さ
し

の
よ
う
に
本
体
を
保
護
し
て
い
る
。

こ
の
張
り
出
し
を
「
ち
り
」
と
呼
ぶ
。
以
下
で
は
上
製
本
を
例
に
、
本
の
構
造

と
各
部
の
名
称
を
説
明
し
よ
う
。

天

地

小
口

の
ど

ノンブルと柱

マージン（余白）

版
面

「版面（はんめん、はんづら）」は、書籍などの出版物で、余白をのぞい
た印刷面を言う。「ノンブル（nombre）」はフランス語で、印刷物のペ
ージ数を示す数字を指す。「柱（はしら）」は、洋装本で版面の周辺のマ
ージン（余白）に印刷した見出しを指し、章タイトルなどが入る。ノン
ブルと柱は、天側に置かれたり、天地に振り分けられることも多い。
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函

帯

ジャケット（カバー）
背

そで

バーコード
ISBNコード

帯

見返し

表紙

しおり紐

見返し

花ぎれ
背

（丸背／角背）

束
つか

本扉

みぞ（溝）

天
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一
般
に
「
装
丁
」
と
い
え
ば
、「
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
表
紙
、
扉
、
帯
の
デ
ザ
イ
ン
、
お
よ
び
資
材
・
加
工
（
用
紙
、
表

面
加
工
、
見
返
し
、
し
お
り
紐
、
花
ぎ
れ
）
の
指
定
」
を
指
す
。

　
「
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
」
は
一
般
に
は
（
業
界
で
も
）「
カ
バ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
英
語
の cover 

は
本
来
「
表
紙
」
の
意

味
だ
か
ら
こ
れ
は
お
か
し
い
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
「
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
。
重
箱
の
隅
を
つ

つ
く
つ
も
り
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
絵
本
や
図
説
本
な
ど
で
「
コ
ー
プ
ロ
」（ co-production

：
共
同
制
作
）
と
通

称
さ
れ
る
国
際
共
同
出
版
が
増
え
て
い
る
。
図
版
部
分
は
共
通
デ
ー
タ
で
、
テ
ク
ス
ト
部
分
の
み
各
国
語
に
差
し
替

え
る
方
式
だ
が
、
海
外
か
ら
届
い
た
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
本
体
の
表
紙
は cover 

、
日
本
で
い
う
「
カ
バ
ー
」
は 

jacket 

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
コ
ー
プ
ロ
の
作
業
工
程
で
は
、
正
確
に
「
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
」
と
呼
ば
な
い
と
、

何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

本
が
高
価
だ
っ
た
時
代
は
、
本
を
保
護
す
る
の
は
函
だ
っ
た
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
登
場
す
る
の
は
、
コ
ス
ト
の
か
か

る
函
が
敬
遠
さ
れ
、
本
が
安
価
に
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
消
耗
品
だ
か
ら
本
来
は
簡

素
な
つ
く
り
で
十
分
な
の
だ
が
、
店
頭
で
ま
ず
目
に
入
る
「
広
告
的
要
素
」
な
の
で
、
美
し
く
刷
ら
れ
、
豪
華
に
加

工
さ
れ
る
。「
ジ
ャ
ケ
買
い
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ま
あ
仕
方
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
肝
心
の
表
紙
は
、
手
を
抜
い
た
か
の
よ
う
に
一
色
で
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
背
に
書
名
し
か
刷
ら
れ
て
い
な

い
も
の
が
多
い
。
緊
張
感
漂
う
ミ
ニ
マ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
な
ら
い
い
が
、
コ
ス
ト
削
減
と
い
う
雰
囲
気
し
か
感

じ
ら
れ
な
い
デ
ザ
イ
ン
で
は
ち
ょ
っ
と
悲
し
い
。
も
う
一
色
増
や
し
て
二
色
刷
り
に
す
る
だ
け
で
ず
い
ぶ
ん
変
化
が
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角背・みぞつき丸背・みぞつき

丸背・ホローバックの製本。
表紙と本体をつなぐのは、背に貼られた
寒冷紗と見返しだ。

出
る
の
だ
が
…
…
。

　

上
製
本
の
表
紙
は
、
芯
材
と
な
る
ボ
ー
ル
紙
を
紙
ま
た
は
ク
ロ
ス
で
包
ん
で

仕
上
げ
る
。
ボ
ー
ル
紙
の
厚
さ
で
本
の
印
象
は
が
ら
り
と
変
わ
り
、「
ソ
フ
ト

上
製
」
と
い
っ
て
、
並
製
本
の
よ
う
に
し
な
や
か
に
曲
が
る
表
紙
に
す
る
こ
と

も
あ
る
。

　

表
紙
の
背
に
は
、
丸
背
と
角
背
の
二
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　

わ
た
し
は
角
背
の
本
が
好
き
だ
。
夏
目
漱
石
の
初
版
本
は
す
べ
て
角
背
で
、

ピ
シ
ッ
と
し
た
立
ち
姿
が
い
い
の
だ
が
、
現
在
は
、
開
き
や
す
く
て
変
形
し
に

く
い
丸
背
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

　

ほ
と
ん
ど
の
丸
背
は
、「
ホ
ロ
ー
バ
ッ
ク hollow

 back 

」
と
い
う
様
式
で

作
ら
れ
る
。
ホ
ロ
ー
バ
ッ
ク
で
は
、
本
体
と
表
紙
の
間
が
空
い
て
い
て
、
見
返

し
と
背
固
め
に
貼
ら
れ
た
寒か

ん

冷れ
い

紗し
や

で
表
紙
と
中
身
を
つ
な
ぐ
。
だ
か
ら
見
返
し

の
用
紙
に
は
、
強
靱
で
収
縮
の
少
な
い
紙
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。

　

上
製
本
で
は
、
見
返
し
は
、
表
紙
と
中
身
を
つ
な
ぐ
構
造
上
の
要
と
な
る
が
、

表
紙
を
中
身
に
直
接
貼
り
つ
け
る
並
製
本
で
は
、
見
返
し
は
飾
り
に
す
ぎ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
見
返
し
は
、
視
覚
的
に
本
の
「
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
」
と
な
る
部
分
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な
の
で
、
用
紙
や
色
、
斤き

ん

量り
よ
う（

用
紙
の
重
さ
・
厚
さ
）
の
選
択
を
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
。

　

本
扉
は
、
本
文
用
紙
と
は
別
の
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー
に
刷
っ
て
は
さ
み
こ
む
「
別べ

つ

紙が
み

」（
別べ
つ

丁ち
よ
うと
も
い
う
）
と
、

台だ
い

割わ
り

に
組
み
込
ま
れ
、
本
文
用
紙
に
墨
で
刷
る
「
共と

も

紙が
み

」
の
二
種
類
が
あ
る
。
本
文
用
紙
が
し
っ
か
り
と
し
た
紙
な

ら
、
共
紙
の
ほ
う
が
造
本
上
は
自
然
だ
が
、
日
本
で
は
「
別
紙
」
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

　
「
帯
」
は
日
本
の
出
版
界
独
特
の
慣
習
だ
（
と
は
い
え
最
近
で
は
、
帯
付
き
の
洋
書
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ
る
）。
文
学
賞

を
受
賞
し
た
本
な
ど
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
付
け
は
じ
め
た
よ
う
だ
が
、
い
ま
で
は
す
っ
か
り
常
態
化
し
て
し
ま
っ

た
。
棚
差
し
の
際
に
は
切
れ
や
す
い
し
、
ど
う
せ
外
し
て
し
ま
う
ん
だ
か
ら
、
本
に
よ
っ
て
は
「
付
け
な
く
て
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
」
と
提
案
す
る
の
だ
が
、
版
元
の
「
横
並
び
指
向
」
は
強
く
、
な
く
な
る
気
配
は
な
い
。

　

と
は
い
え
、
帯
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
編
集
者
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
い
ろ
い
ろ
と
遊
べ
る
部

分
で
、
最
近
で
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
連
動
し
た
、
あ
っ
と
驚
く
デ
ザ
イ
ン
も
増
え
て
い
る
。

　
「
花
ぎ
れ
」
は
上
製
本
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。
本
来
は
、
本
の
背
と
中
身
を
保
護
し
補
強
す
る
役
目
を
担
っ
て
い

た
が
、
現
在
で
は
装
飾
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

　
「
し
お
り
紐ひ

も

」
は
、
入
れ
な
い
版
元
も
多
い
が
、
個
人
的
に
は
あ
っ
た
ほ
う
が
う
れ
し
い
。
色
や
太
さ
も
さ
ま
ざ

ま
で
、
本
の
内
容
に
合
わ
せ
て
選
択
す
る
。
花
ぎ
れ
も
し
お
り
紐
も
目
立
た
な
い
部
分
で
は
あ
る
が
、
装
丁
の
画
竜

点
睛
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
個
性
が
垣
間
見
え
る
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
る
。

＊
台
割
（
だ
い
わ
り
）

書
籍
は
通
常
「
16
ペ
ー
ジ
一
台
」（
七
六

ペ
ー
ジ
参
照
）
の
折
丁
（
お
り
ち
ょ
う
）

を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
、
編
集
に
際

し
て
は
16
ペ
ー
ジ
（
両
面
）
な
い
し
8

ペ
ー
ジ
（
片
面
）
単
位
で
、
扉
、
ま
え

が
き
、
目
次
、
本
文
、
あ
と
が
き
等
の

構
成
要
素
を
割
り
付
け
て
い
く
。
こ
の

作
業
を
「
台
割
」
と
呼
び
、
構
成
と
進

行
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に「
台
割
表
」

を
作
成
す
る
。
本
扉
を
別
丁
と
せ
ず
、

台
割
に
組
み
込
む
場
合
を「
本
文
共
紙
」

と
呼
ぶ
。

＊
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー

地
紋
や
表
面
の
凹
凸
な
ど
に
意
匠
を
凝

ら
し
た
風
合
い
の
あ
る
紙
。
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も
う
一
つ
、
重
要
な
の
が
中
身
の
製
本
。
面め

ん

付つ

け
（
七
六
ペ
ー
ジ
参
照
）
し
て
印
刷
し
た
刷す

り

本ほ
ん

（
製
本
す
る
前
の
印
刷

物
）
を
通
常
は
三
回
折
っ
て
「
折お

り

丁ち
よ
う」（

一
〇
五
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
し
、「
丁

ち
よ
う

合あ

い
」
で
重
ね
、
糸
で
と
じ
、
断
裁
し
て

一
冊
の
本
に
す
る
。
堅
牢
さ
か
ら
も
、
読
み
や
す
さ
か
ら
も
、
製
本
は
糸
と
じ
が
い
ち
ば
ん
な
の
だ
が
、
予
算
や
納

期
の
問
題
で
最
近
は
無
線
と
じ
の
本
が
多
い
。
無
線
と
じ
は
糸
の
か
わ
り
に
接
着
剤
で
背
を
と
じ
る
。
接
着
剤
の
進

歩
で
無
線
と
じ
の
品
質
は
格
段
に
向
上
し
て
は
い
る
が
、
糸
と
じ
と
同
列
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
無

線
と
じ
の
本
を
設
計
す
る
と
き
は
、
の
ど
側
の
マ
ー
ジ
ン
（
空
き
）
を
広
め
に
と
る
。
無
理
に
本
を
開
い
て
中
身
を

壊
さ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
配
慮
だ
が
、
せ
め
て
上
製
本
は
糸
と
じ
で
作
り
た
い
も
の
だ
。

　

書
籍
の
設
計
に
際
し
て
は
、
判
型
も
重
要
だ
。
小
説
や
実
用
書
で
一
般
的
に
目
に
す
る
の
が
四し

六ろ
く

判ば
ん

。
標
準
の
判

型
は
、
左
右
一
二
八
ミ
リ
×
天
地
一
八
八
ミ
リ
だ
が
、
出
版
社
に
よ
っ
て
左
右
一
二
七
│
一
三
二
ミ
リ
、
天
地

一
八
八
│
一
九
一
ミ
リ
と
、
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
だ
か
ら
一
口
に
「
四
六
判
」
と
い
っ
て
も
、
版
元
に
き
ち

ん
と
寸
法
を
確
認
し
な
い
と
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

学
術
書
な
ど
で
は
A
5
判
が
多
い
。
左
右
一
四
八
ミ
リ
×
天
地
二
一
〇
ミ
リ
と
四
六
判
よ
り
一
回
り
大
き
い
判
型

だ
。
A
5
判
を
さ
ら
に
一
回
り
大
き
く
し
た
の
が
菊き

く

判ば
ん

で
、
左
右
一
五
〇
│
一
五
二
ミ
リ
×
天
地
二
一
八
│
二
二
一

ミ
リ
。
こ
ち
ら
も
、
四
六
判
同
様
、
版
元
に
よ
っ
て
寸
法
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
菊
判
の
本
は
最
近

で
は
少
な
い
が
、
ド
ッ
シ
リ
と
し
た
存
在
感
が
あ
っ
て
わ
た
し
は
好
き
だ
。

花ぎれと
しおり紐
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明
治
期
の
本
は
菊
判
が
多
く
、
谷
崎
潤
一
郎
は
「
四
六
に
極
ま
っ
て
み
る
と
、
何
だ
か
一
向
に
楽
し
み
が
な
い
」

と
菊
判
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
明
治
期
の
本
文
用
活
字
で
あ
る
五
号
活
字
（
15
Q
 相
当　

１
Q
 ＝
〇
・
二
五
ミ
リ
）
は
、

現
在
の
一
般
的
な
本
文
級
数
（
12
・
5
Q
 │
14
Q
 ）
に
く
ら
べ
て
大
き
め
だ
が
、
そ
れ
は
当
時
の
標
準
判
型
が
菊
判

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
章
で
取
り
上
げ
る
『
吉
村
昭
歴
史
小
説
集
成
（
全
八
巻
）
』
は
、
A
5
判
上
製
・
丸
背
。
本
文
は
二
段
組
で
糸

と
じ
。
表
紙
は
ク
ロ
ス
装
・
函
入
り
で
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
付
け
ず
、
グ
ラ
シ
ン
と
い
う
薄
い
半
透
明
の
紙
を
巻
い
て

表
紙
を
保
護
す
る
。
昔
の
本
に
は
た
い
て
い
グ
ラ
シ
ン
が
巻
い
て
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
、
な
ん
と
な
く
本

の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
、
い
よ
い
よ
本
づ
く
り
の
現
場
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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「吉村昭歴史小説集成」函の上貼紙（うわばりがみ）

上貼紙を貼り込むと、函の天地に「貼函（はりばこ）」ならではの三角の形ができる
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装
丁
・
装
画
の
作
業

　

著
者
の
吉
村
昭
は
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
岩
波
書
店
に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た
『
吉
村
昭
歴
史
小
説
集
成
』（
以
下
『
集
成
』
と
略
）
に
、
新
作
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
集
成
』
は
、

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
版
元
か
ら
出
さ
れ
た
吉
村
作
品
を
、
幕
末
・
維
新
期
の
歴
史
小
説
に
絞
っ
て
纏ま

と

め
た
も
の
だ
。

単
に
内
容
だ
け
を
読
み
た
い
な
ら
、
文
庫
本
を
こ
ま
め
に
当
た
れ
ば
済
ん
で
し
ま
う
。
あ
え
て
選
集
に
す
る
か
ら
に

は
、
愛
蔵
版
と
し
て
の
「
読
む
楽
し
み
」「
持
つ
楽
し
み
」
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
装
丁
資
材
は
自
由
に
選
択
し
て
か
ま
わ
な
い
。
重
厚
で
し
っ
か
り
と
し
た
本
に
仕
上
げ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要

望
は
、
装
丁
家
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。
最
近
の
本
づ
く
り
は
、
と
に
か
く
経
費
節
減
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
、

資
材
や
加
工
も
最
低
限
の
も
の
で
済
ま
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

装
丁
家
が
ま
ず
行
う
作
業
が
ゲ
ラ
読
み
。「
ゲ
ラ
」
と
は
、
活
字
組
版
を
保
管
、
運
搬
す
る
た
め
の
箱 galley 

の

こ
と
で
、
そ
れ
が
訛な

ま

っ
て
「
ゲ
ラ
」、
転
じ
て
「
ゲ
ラ
刷
り
＝
校
正
刷
り
」
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
き
ど
き
「
桂
川
さ
ん
は
ゲ
ラ
を
読
ん
で
装
丁
す
る
ん
で
す
か
。
た
い
へ
ん
で
す
ね
」
と
訊
か
れ
る
。
ゲ
ラ
を
読

ま
な
い
で
装
丁
す
る
な
ん
て
、
患
者
の
話
を
聞
か
ず
に
薬
を
出
す
医
者
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
か
。
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『
集
成
』
で
は
装
画
も
担
当
し
た
。
装
丁
家
が
装
画
ま
で
担
当
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
が
、
装
画
用
の
参
考

資
料
が
少
な
く
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
正
確
に
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
は
至
難
と
判
断
し
た
。
こ
ん
な
と
き
は

自
分
で
描
い
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
話
が
早
い
。
直
し
が
入
っ
て
も
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
。
じ
つ
は
装
丁
だ
け
な
ら
、

ゲ
ラ
を
読
ま
ず
に
お
茶
を
濁
す
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
装
画
は
絶
対
に
不
可
能
だ
。
内
容
を
理
解
し
な
い
ま

ま
描
か
れ
た
装
画
は
す
ぐ
に
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

と
は
い
え
『
集
成
』
は
各
巻
平
均
で
六
五
〇
ペ
ー
ジ
も
あ
り
、
読
み
通
す
の
は
半
端
で
は
な
い
。
ゲ
ラ
の
速
読
は

必
須
だ
。
わ
た
し
が
参
考
と
し
て
い
る
速
読
法
は
、『
ぼ
く
が
読
ん
だ
面
白
い
本
・
ダ
メ
な
本　

そ
し
て
ぼ
く
の
大

量
読
書
術
・
驚
異
の
速
読
術
』（
立
花
隆
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
一
年
）
と
『
多
読
術
』（
松
岡
正
剛
）。
ど
ち
ら
も
速
読
・

多
読
の
方
法
を
具
体
的
に
示
し
つ
つ
、
読
書
の
〝
構
造
〞
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
分
析
し
て
し
ま
う
の
が
す
ご
い
。

　

こ
の
二
冊
を
参
考
に
、
わ
た
し
は
「
立
ち
読
み
速
読
法
」
と
称
す
る
我
流
で
ゲ
ラ
読
み
す
る
。
速
読
法
な
ど
知
ら

な
く
て
も
無
意
識
に
速
読
し
て
い
る
瞬
間
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
立
ち
読
み
」
だ
。
待
ち
合
わ
せ
の
ち
ょ
っ
と
し
た

時
間
に
、
ふ
と
手
に
と
っ
た
本
を
十
分
く
ら
い
で
読
ん
で
し
ま
っ
た
、
な
ん
て
経
験
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に

一
ヵ
月
熟
読
し
た
は
ず
な
の
に
、
内
容
を
ほ
と
ん
ど
思
い
出
せ
な
い
場
合
も
あ
る
。
読
書
時
間
と
内
容
理
解
は
、
必

ず
し
も
正
比
例
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
内
容
を
把
握
す
る
に
は
、
時
間
を
か
け
て
全
体
の
半
分
だ
け
読
む
よ
り
、
そ

の
半
分
の
時
間
で
一
冊
ま
る
ご
と
読
み
通
す
ほ
う
が
大
事
だ
。
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忙
し
く
て
も
、
と
に
か
く
「
立
ち
読
み
」
の
要
領
で
読
み
通
す
。
た
と
え
ば
「
一
五
分
」
と
時
間
を
決
め
、

ペ
ー
ジ
を
す
べ
て
繰
っ
て
ポ
イ
ン
ト
に
付
箋
を
貼
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
三
回
繰
り
返
し
た
ほ
う
が
、
一
日
か

け
て
一
回
読
む
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

速
読
は
、
主
に
思
想
書
、
学
術
書
、
実
用
書
に
用
い
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
は
で
き
る
だ
け
じ
っ
く
り
と
読

む
よ
う
に
は
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
時
間
の
制
約
が
あ
る
場
合
は
し
か
た
が
な
い
。

　

内
容
を
掴
ん
だ
上
で
、
次
に
考
え
る
の
は
、
書
体
と
図
像
だ
。
書
体
の
選
択
は
、
本
の
印
象
を
決
定
づ
け

て
し
ま
う
の
で
最
も
気
を
つ
か
う
。
幕
末
・
維
新
期
の
歴
史
小
説
と
い
う
内
容
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は

田
村
義
也
の
装
丁
だ
。
力
強
い
書
き
文
字
を
太
い
罫
で
囲
ん
だ
題だ

い

簽せ
ん

（
和
漢
書
の
表
紙
に
書
名
を
記
し
て
貼
り
付

け
る
紙
や
布
）
風
の
タ
イ
ト
ル
は
田
村
の
独
壇
場
だ
っ
た
。
田
村
の
書
き
文
字
に
は
、
個
人
の
独
創
と
い
う

以
上
に
、
田
村
が
活
躍
し
た
時
代
の
出
版
文
化
の
重
み
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　　
『
集
成
』
で
は
、
吉
村
の
毛
筆
署
名
を
ど
こ
か
に
使
う
こ
と
に
し
て
い
た
。
書
き
文
字
同
士
の
バ
ッ
テ
ィ

ン
グ
を
避
け
る
た
め
、
書
名
に
は
既
成
フ
ォ
ン
ト
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
候
補
と
な
っ
た
の
は
明
朝
体
と
楷

書
体
。
前
章
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
筆
書
風
の
楷
書
体
に
対
し
、
明
朝
体
は
彫
刻
書
風
を
よ
り
直
線
的
に
研

ぎ
澄
ま
せ
た
も
の
で
、
ル
ー
ツ
は
同
じ
で
も
印
象
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
吉
村
の
署
名
の
力
強
さ
に
比
べ
、

楷
書
体
は
た
お
や
か
す
ぎ
る
し
、
明
朝
体
は
四
角
四
面
で
動
き
に
欠
け
る
。

　

と
こ
ろ
が
正
調
明
朝
体
（
朗
文
堂
）
が
発
表
さ
れ
て
書
体
選
択
の
幅
が
一
気
に
拡
が
っ
た
。
正
調
明
朝
体

書き文字を題簽風に配し
た田村義也の力強い装丁

＊
フ
ォ
ン
ト font

本
来
は
、
同
一
の
書
体•

大
き
さ
の
、
大
文

字•

小
文
字•

数
字•

記
号
な
ど
の
「
欧
文

活
字
一
揃
い
」
を
指
す
言
葉
だ
が
、
現
在
で

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
搭
載
さ
れ
た
デ
ィ
ジ

タ
ル
フ
ォ
ン
ト
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。
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正調明朝体
（朗文堂）

楷書体：グレコ M
（フォントワークス）

吉村昭の自筆署名

帯はリュウミン（漢字部分）と
秀英三号かな（かな部分）の組み合わせ
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は
、
彫
刻
書
風
で
あ
る
初
期
宋
体
の
古
雅
な
雰
囲
気
を
持
ち
（
二
九
ペ
ー
ジ
参
照
）、
田
村
文
字
に
通
じ
る
力
強
さ
と

動
き
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。『
集
成
』
で
は
、
メ
イ
ン
と
な
る
「
吉
村
昭
」
に
正
調
明
朝
体
、「
歴
史
小
説
集
成
」

と
収
録
作
品
名
に
楷
書
体
（
フ
ォ
ン
ト
ワ
ー
ク
ス
の
グ
レ
コ
M
）、
帯
に
は
モ
リ
サ
ワ
の
リ
ュ
ウ
ミ
ン
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
な

秀し
ゆ
う
え
い英
三
号
か
な
の
合
成
フ
ォ
ン
ト
を
使
っ
た
。

　

タ
イ
ト
ル
以
上
に
難
し
い
の
が
装
画
。
基
本
は
、
幕
末
・
明
治
期
の
錦
絵
を
線
画
に
描
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
も
田

村
義
也
が
多
用
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
。

　

原
画
を
モ
ノ
ク
ロ
コ
ピ
ー
し
て
写
真
の
階
調
を
整
理
し
、
細
部
を
描
き
起
こ
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
不
要
な

要
素
を
削
り
、
逆
に
原
画
に
な
い
要
素
を
描
き
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。
白
黒
の
線
画
に
な
っ
た
図
像
は
、
色
指
定
に

よ
っ
て
、
原
画
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
雰
囲
気
を
醸
す
。

　

一
│
五
巻
、
八
巻
で
は
、
素
材
と
な
る
絵
画
資
料
を
か
ろ
う
じ
て
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
六
、七
巻
は
、

材
料
が
ま
っ
た
く
な
く
、
一
か
ら
描
き
起
こ
す
し
か
な
か
っ
た
。
最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
画
像
検
索
が
で
き
る

の
で
、
こ
れ
ま
で
た
い
へ
ん
な
時
間
が
か
か
っ
た
資
料
収
集
が
短
時
間
で
済
む
。
描
画
の
参
考
用
だ
か
ら
解
像
度
の

高
さ
は
不
要
だ
。
資
料
の
出
典
を
き
っ
ち
り
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
た
と
え
出
典
が
明
確
で
な
く
て
も
、

広
く
流
布
し
て
い
る
図
版
は
、「
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
参
考
に
な
る
。
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第一巻『桜田門外ノ変／生麦事件』の装画は、錦絵をほぼそのま
ま線画に描き起こしたもの。緻密な構成とダイナミックな動きは、
簡単に真似できるものではない。
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吉
村
昭
は
執
筆
の
際
、
歴
史
資
料
に
「
松
の
木
が
あ
っ
た
」
と
あ
れ
ば
、
そ
の
松
が
「
赤
松
か
、
黒
松
か
」
ま
で

調
べ
、『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
の
和
訳
の
場
面
を
描
く
際
に
は
、
英
蘭
辞
典
を
片
手
に
、
実
際
に
原
書
に
あ

た
っ
た
そ
う
だ
。
吉
村
の
創
作
態
度
の
厳
し
さ
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
装
画
を
描
く
手
は
す
く
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

　

だ
が
、
文
章
と
画
は
本
質
的
に
違
う
。

　

文
章
で
は
、
裏
付
け
が
と
れ
な
い
箇
所
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
箇
所
自
体
を
描
か
ず
に
前
後
の
文
章
に
よ
っ
て
暗
示

す
る
、
と
い
う
方
法
が
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
画
の
場
合
は
、
裏
付
け
が
と
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
画
の
一
部
を
空
白

に
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
さ
ら
に
、
い
か
に
厳
密
な
歴
史
的
・
資
料
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

出
来
上
が
っ
た
画
が
魅
力
に
乏
し
け
れ
ば
装
画
と
し
て
は
失
敗
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
苦
心
の
例
が
第
六
巻
の
『
ふ
ぉ
ん
・
し
い
ほ
る
と
の
娘
』
の
装
画
。

　

シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
・
お
稲
に
は
い
く
つ
か
肖
像
写
真
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
美
貌
が
評

判
だ
っ
た
お
稲
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
て
い
く
。
背
景
に
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
好
み
、
妻
・
お
滝
に
ち
な
ん
で
名
づ

け
た
「
オ
タ
ク
サ
＝
紫あ

じ

さ

い

陽
花
」
を
あ
し
ら
う
こ
と
を
決
め
て
い
た
が
、
紫
陽
花
は
細
部
ま
で
描
き
込
ま
な
い
と
何
の

花
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
描
き
込
め
ば
描
き
込
む
ほ
ど
黒
々
と
強
く
な
っ
て
し
ま
う
。
背
景
が
強
す
ぎ
る
、
と
い
う
の

は
画
と
し
て
と
て
も
拙ま

ず

い
。
画
の
奥
行
き
が
失
わ
れ
、
肝
心
の
前
景
が
埋
没
し
て
し
ま
う
。「
白
と
黒
」
と
い
う
制

約
の
な
か
で
、
手
前
の
人
物
を
強
調
し
、
身
体
の
ラ
イ
ン
を
明
確
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
着
物
を
粗
い
縦
縞
に

す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
お
稲
が
縦
縞
の
柄
を
着
て
い
た
か
ど
う
か
、
資
料
的
な
裏
付
け
は
ま
っ
た
く
な
い
。
だ
が
、

絵
画
的
な
要
素
と
し
て
、
こ
の
場
所
に
は
縦
縞
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

画像検索で見つけた
お稲の肖像写真
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第 6 巻『ふぉん・しいほるとの娘』の装画



66

　

画
の
だ
い
た
い
の
寸
法
や
比
率
は
決
め
て
お
く
が
、
厳
密
な
ト
リ
ミ
ン
グ
は
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
浮
か
ん
で
く

る
イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
。
イ
ラ
ス
ト
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
た
ら
、
原
稿
を
ス
キ
ャ
ン
し
、
画
像

処
理
ソ
フ
トPhotoshop

に
取
り
込
ん
で
高
解
像
度
の
モ
ノ
ク
ロ
二
値
画
像
に
変
換
。
で
き
た
画
像
を
レ
イ
ア
ウ

ト
ソ
フ
トInD

esign

に
貼
り
込
ん
で
書
名
等
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
る
。
画
像
単
体
で
見
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
の
よ
か
っ

た
構
図
が
、
台
紙
上
に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
み
る
と
ど
う
も
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
画
と
文
字
の
レ
イ

ア
ウ
ト
、
バ
ラ
ン
ス
を
何
度
も
調
整
し
、
装
画
自
体
の
構
図
も
微
調
整
し
て
い
く
。『
集
成
』
は
八
巻
あ
る
か
ら
、

毎
回
、
収
録
作
品
名
の
長
さ
が
変
わ
る
し
、
基
調
色
も
変
わ
る
。
そ
ん
な
変
動
要
素
を
勘
案
し
な
が
ら
シ
リ
ー
ズ
全

体
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
見
通
し
て
い
く
。

　

シ
リ
ー
ズ
装
丁
の
場
合
は
、
一
巻
目
の
デ
ザ
イ
ン
が
す
べ
て
だ
。
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
刊
行
が
始
ま
っ
て

か
ら
の
変
更
は
許
さ
れ
な
い
。
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
に
、
最
初
に
で
き
る
だ
け
高
い
位
置
ま
で
押
し
上
げ

て
、
走
り
出
し
た
ら
ゴ
ー
ル
ま
で
一
気
に
突
っ
走
る
し
か
な
い
。

　

愛
蔵
版
に
ふ
さ
わ
し
く
、
今
日
で
は
珍
し
い
贅
沢
な
貼
函
入
り
。
表
紙
に
は
落
ち
着
い
た
コ
ッ
ト
ン
ス
ラ
ブ
（
八

光
装
幀
社
）
を
選
ぶ
。
ス
ラ
ブ
（slub
）
と
は
不
均
整
な
縒よ

り
綿
を
使
っ
た
凹
凸
の
あ
る
ク
ロ
ス
の
こ
と
。
イ
ン
パ

ク
ト
の
強
い
毛
筆
署
名
は
表
紙
に
空か

ら

押お

し
（
箔
を
挟
ま
ず
に
金
版
の
み
を
押
す
こ
と
）
し
、
タ
イ
ト
ル
の
箔
は
ツ
ヤ
有
り

の
墨す

み

箔は
く

。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
付
け
ず
、
グ
ラ
シ
ン
を
巻
く
。

　

見
返
し
や
し
お
り
紐
も
含
め
て
、
要
所
要
所
に
黒
を
使
っ
て
装
丁
を
引
き
締
め
て
い
く
。
函
の
天
地
を
黒
の
ベ
タ
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第 7 巻『冬の鷹』（他四篇）に寄せた装画。
上から杉田玄白、前野良沢。一般に流布して
いるイメージを残しながら、小説の内容に合
わせて表情を作っていく。三人目の人物には、
良沢がライバルと見なしていた平賀源内のイ
メージを盛り込んだ。
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刷
り
で
押
さ
え
、
用
紙
に
は
、
風
合
い
が
あ
り
黒
が
深
く
発
色
す
る
ヴ
ァ
ン
ヌ
ー
ボ
を
選
ぶ
。
扉
の
用
紙
は
シ
ャ
イ

ナ
ー
。
雲き

ら
ら母
を
散
ら
し
た
よ
う
な
上
品
な
紙
で
、
け
っ
こ
う
贅
沢
な
部
類
の
紙
だ
。
見
返
し
は
、
微
妙
な
調
子
と
十

分
な
強
度
を
備
え
た
「
羊
皮
紙
・
墨
」
と
し
た
。

　

函
・
表
紙
・
帯
・
扉
の
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
作
り
終
え
た
ら
、
デ
ー
タ
を
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
に
書
き
出
し
、
電
子

メ
ー
ル
に
添
付
し
て
、
版
元
の
製
作
部
・
編
集
部
に
送
る
。

　

製
作
部
は
文
字
校
正
だ
け
で
な
く
、
装
画
が
内
容
に
沿
っ
て
い
る
か
、
装
丁
資
材
が
予
算
を
オ
ー
バ
ー
し
な
い
か

な
ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

　

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
、
い
ち
ば
ん
悩
ま
し
い
の
が
色
の
問
題
だ
。
デ
ィ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
色
味
は
モ
ニ
タ
や
プ

リ
ン
タ
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
モ
ニ
タ
や
プ
リ
ン
タ
は
、
出
荷
時
に
は
、
デ
ジ
カ
メ
画
像
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
標
準
カ
ラ
ー
モ
ー
ド
で
あ
る
R
G
B
（
光
の
三
原
色
）
に
最
適
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
初
期
設
定
は
、
四

色
印
刷
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
ま
っ
た
く
不
向
き
で
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
使
っ
て
色
調

整
す
る
。
作
成
す
る
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
に
も
、
カ
ラ
ー
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
色
表
示
・
分
版
情
報
を
埋
め
込

ん
で
お
く
の
だ
が
、
受
け
取
り
側
の
モ
ニ
タ
や
プ
リ
ン
タ
が
四
色
印
刷
向
け
に
最
適
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
意
図

ど
お
り
の
色
は
再
現
さ
れ
な
い
。
色
味
は
使
う
用
紙
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
の
イ
ン

キ
や
本
機
を
使
っ
た
色
校
正
で
さ
え
、
本
刷
り
状
態
を
完
璧
に
再
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
色
校
正
に

「
完
全
」
と
い
う
も
の
は
な
く
、
最
終
的
な
色
味
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、
作

＊
色
校
正

略
し
て「
色
校
」。本
刷
り
の
前
段
階
で
、

実
際
に
使
う
用
紙
（
本
紙
）
に
刷
っ
た

テ
ス
ト
刷
り
を
指
す
。
用
紙
の
適
性
や

イ
ン
キ
の
に
じ
み
具
合
（
ド
ッ
ト
ゲ
イ

ン
）、
写
真
の
再
現
性
な
ど
を
、
こ
の

段
階
で
入
念
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

＊
P
D
F

Portable D
ocum

ent Form
at 

の
略
。

一
九
九
〇
年
代
前
半
に
ア
ド
ビ
シ
ス
テ

ム
ズ
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
電
子
文
書

共
有
の
た
め
の
標
準
フ
ァ
イ
ル
形
式
。

パ
ソ
コ
ン
や
端
末
の
環
境
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
く
文
字
や
画
像
が
表
示
で

き
、
フ
ァ
イ
ル
サ
イ
ズ
も
き
わ
め
て
軽

い
。
表
示
・
校
正
用
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
現
在
で
は
入
稿
デ
ー
タ
も
P
D
F

で
作
成
す
る
こ
と
が
多
い
。
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業
過
程
で
の
色
味
は
、「
目
安
」
程
度
に
考
え
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。

　

編
集
・
製
作
の
O
K
が
出
て
、
よ
う
や
く
印
刷
所
へ
の
入
稿
作
業
に
と
り
か
か
る
。
ま
ず
は
デ
ー
タ
に
使
っ
て
い

る
フ
ォ
ン
ト
を
す
べ
て
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化
す
る
。
出
力
段
階
で
の
文
字
化
け
を
避
け
る
た
め
だ
。
デ
ー
タ
を
最
高
品

質
の
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
に
書
き
出
し
、
出
力
・
装
丁
資
材
に
つ
い
て
の
詳
細
な
指
示
書
を
添
え
て
版
元
に
送
る
。
そ

の
後
数
日
で
色
校
正
が
出
さ
れ
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
通
常
の
装
丁
作
業
は
終
了
だ
。
あ
と
は
見
本
が
送
ら
れ

て
く
る
の
を
待
つ
だ
け
で
あ
る
。

　

だ
が
シ
リ
ー
ズ
七
巻
目
の
装
丁
デ
ー
タ
を
送
信
し
た
あ
と
、
な
ぜ
か
そ
の
ま
ま
仕
事
を
終
え
る
気
に
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
ん
な
手
の
込
ん
だ
本
づ
く
り
に
関
わ
る
機
会
が
こ
れ
か
ら
何
回
あ
る
だ
ろ
う
。
本
づ
く
り
の
現
場
は
、
実
務

に
関
わ
る
者
し
か
立
ち
会
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
機
会
に
、〝
装
丁
者
〞
と
い
う
立
場
を
フ
ル
に
活
か
し
て
、

本
づ
く
り
の
過
程
を
追
い
か
け
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
思
い
が
次
第
に
高
ま
っ
て
、
現
場
取
材
を
申
し
込

む
こ
と
に
な
っ
た
。

＊
フ
ォ
ン
ト
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化

デ
ィ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
は
、
テ
ク
ス
ト

属
性
と
し
て
の
文
字
コ
ー
ド
と
、
文
字

の
輪
郭
線
で
あ
る
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
情
報

の
双
方
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

フ
ォ
ン
ト
を
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化
す
る

と
、
文
字
コ
ー
ド
は
失
わ
れ
る
が
、「
文

字
化
け
」
の
恐
れ
は
な
く
な
る
。
装
丁

デ
ー
タ
の
最
終
入
稿
で
は
、
フ
ォ
ン
ト

を
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化
す
る
の
が
一
般
的

だ
。
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本
文
印
刷 

│ 

理
想
社
で
の
作
業

　

装
丁
の
領
域
と
い
え
ば
、
た
い
て
い
は
付つ

き

物も
の

と
よ
ば
れ
る
外
装
部
分
で
あ
り
、
写
真
や
図
版
の
多
い
本
を
除
い
て
、

本
文
印
刷
に
立
ち
会
う
機
会
は
ま
ず
な
い
。

　
『
集
成
』
の
本
文
印
刷
を
担
当
す
る
の
は
理
想
社
。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
創
業
の
歴
史
の
あ
る
印
刷
会
社
だ
。

活
版
時
代
は
独
自
の
力
強
い
本
文
書
体
で
知
ら
れ
た
が
、
そ
の
活
版
も
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
末
に
廃
棄
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。「
思
い
だ
け
で
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
田
中
宏
明
社
長
。
本
文
組
は
モ
ト
ヤ
書
体
＋
電
算
写
植

を
経
て
、
現
在
は
モ
ト
ヤ O

penType 

フ
ォ
ン
ト
＋ InD

esign 

と
い
う
デ
ィ
ジ
タ
ル
組
版
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る
。
フ
ォ
ン
ト
も
モ
ト
ヤ
書
体
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で
は
な
く
、
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
っ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て

い
る
そ
う
だ
。

　
「
活
字
」
や
「
活
版
」
と
い
う
言
葉
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
組
版
が
一
般
的
と
な
っ
た
現
在
で
は
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
宮
沢
賢
治
の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
、「
活
版
所
」
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

家
へ
は
帰
ら
ず
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
町
を
三
つ
曲
っ
て
あ
る
大
き
な
活
版
処
に
は
ひ
っ
て
（
中
略
）
靴く

つ

を
ぬ
い
で

上
り
ま
す
と
、
突
き
当
り
の
大
き
な
扉と

を
あ
け
ま
し
た
。
中
に
は
ま
だ
昼
な
の
に
電
燈
が
つ
い
て
た
く
さ
ん
の

輪
転
器
が
ば
た
り
ば
た
り
と
ま
は
り
、
き
れ
で
頭
を
し
ば
っ
た
り
ラ
ム
プ
シ
ェ
ー
ド
を
か
け
た
り
し
た
人
た
ち

＊O
penType

フ
ォ
ン
ト

パ
ー
ソ
ナ
ル･

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る

文
字
組
版
＝
D
T
P
の
初
期
に
は
、

TrueType

、
O
C
F
、
C
I
D
等
の
フ

ォ
ン
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
採
用
さ
れ
た

が
、マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
、ウ
イ
ン
ド
ウ

ズ
間
の
互
換
性
が
な
く
、国
際
標
準
の

文
字
コ
ー
ドU

nicode

に
も
対
応
で
き

な
か
っ
た
。O

penType

フ
ォ
ン
ト
は
、

旧
フ
ォ
ン
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
欠
点
を

解
消
し
、豊
富
な
文
字
数
と
組
版
補
助

機
能
を
有
し
、国
際
標
準
の
フ
ォ
ン
ト

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
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が
、
何
か
歌
ふ
や
う
に
読
ん
だ
り
数
へ
た
り
し
な
が
ら
た
く
さ
ん
働
い
て
居を

り
ま
し
た
。

　

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
す
ぐ
入
口
か
ら
三
番
目
の
高
い
卓テ

ー
ブ
ル子
に
座
っ
た
人
の
所
へ
行
っ
て
お
じ
ぎ
を
し
ま
し
た
。
そ

の
人
は
し
ば
ら
く
棚
を
さ
が
し
て
か
ら
、

「
こ
れ
だ
け
拾
っ
て
行
け
る
か
ね
。」
と
云
ひ
な
が
ら
、
一
枚
の
紙
切
れ
を
渡
し
ま
し
た
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
そ

の
人
の
卓
子
の
足
も
と
か
ら
一
つ
の
小
さ
な
平
た
い
函は

こ

を
と
り
だ
し
て
向
ふ
の
電
燈
の
た
く
さ
ん
つ
い
た
、
た

て
か
け
て
あ
る
壁
の
隅す

み

の
所
へ
し
ゃ
が
み
込
む
と
小
さ
な
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
ま
る
で
粟あ

は

粒つ
ぶ

ぐ
ら
ゐ
の
活
字
を
次
か

ら
次
と
拾
ひ
は
じ
め
ま
し
た
。

（「
銀
河
鉄
道
の
夜
」『
宮
沢
賢
治
全
集
7
』
ち
く
ま
文
庫
版
、
一
九
八
五
年
、
二
三
七
│
二
三
八
ペ
ー
ジ
）

　　
「
活
字
」
は
、
要
は
一
文
字
ず
つ
鋳
込
め
ら
れ
た
金
属
の
ハ
ン
コ
だ
。
必
要
な
活
字
を
拾
い
出
し
、
組
み
上
げ
て

印
刷
す
る
。
刷
り
終
え
た
ら
増
刷
に
備
え
て
紙し

型け
い

を
と
り
、
組
版
を
解
い
て
新
た
な
仕
事
に
備
え
る
。
今
日
の
デ
ィ

ジ
タ
ル
組
版
か
ら
す
れ
ば
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
だ
が
、
こ
う
し
た
物
理
的
な
制
約
か
ら
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

の
技
法
が
生
み
出
さ
れ
た
。
著
者
も
編
集
者
も
、
赤
字
（
＝
訂
正
・
補
筆
）
を
最
小
限
に
抑
え
る
べ
く
文
章
を
練
っ
た
。

だ
か
ら
、
活
版
時
代
を
知
っ
て
い
る
編
集
者
や
印
刷
所
の
仕
事
は
、
段
取
り
が
入
念
で
迷
い
が
な
い
。
わ
た
し
も
活

版
時
代
を
知
る
編
集
者
か
ら
「
一
度
赤
字
を
入
れ
た
ら
、
絶
対
に
取
り
消
さ
な
い
こ
と
。
職
人
が
く
さ
っ
て
し
ま
う

ぞ
」
と
き
つ
く
教
え
ら
れ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
と
な
り
、
簡
単
に
「
Uア

ン

ド

ゥ

N
D
O
（
取
り
消
し
）
」
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
、
編
集
者
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
、
ず
い
ぶ
ん
と
安
易
に
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

＊
紙
型
（
し
け
い
）

大
量
の
ペ
ー
ジ
物
や
新
聞
印
刷
で
は
、

活
字
原
版
の
複
製
と
し
て
「
紙
の
鋳
型

＝
紙
型
」
が
作
ら
れ
た
。

熱
に
強
く
て
燃
え
に
く
い
特
種
な
紙
型

用
紙
を
活
字
原
版
の
上
に
被
せ
、
強
圧

を
か
け
て
紙
型
を
と
り
、
そ
こ
に
鉛
を

流
し
込
ん
で
複
製
版
を
作
る
の
で
あ

る
。
紙
型
は
、
熱
で
収
縮
す
る
欠
点
は

あ
る
も
の
の
、
軽
く
て
重
ね
る
こ
と
が

で
き
、
活
版
時
代
の
複
製
原
版
と
し
て

重
宝
さ
れ
た
。
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か
つ
て
活
版
で
刷
ら
れ
た
本
文
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
で
刷
ら
れ
る
。
こ
こ
で
印
刷
方
式
の
違
い

に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
印
刷
に
は
大
き
く
分
け
て
四
つ
の
方
法
が
あ
る
。
凸
版
印
刷
（
活
版
も
こ

こ
に
含
ま
れ
る
）、
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
、
シ
ル
ク
印
刷
の
四
つ
だ
。

　

凸
版
印
刷
は
、
一
言
で
い
え
ば
ハ
ン
コ
。
版
の
凸
部
分
に
イ
ン
キ
が
盛
ら
れ
る
。
対
し
て
「
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
」
は

凹
版
印
刷
と
も
呼
ば
れ
、
版
の
凹
部
に
イ
ン
キ
を
た
め
る
方
式
だ
。
イ
ン
キ
の
盛
り
に
応
じ
て
階
調
が
作
ら
れ
る
の

で
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
出
せ
、
写
真
の
ク
オ
リ
テ
ィ
が
求
め
ら
れ
る
印
刷
物
に
適
し
て
い
る
。

　

凹
凸
二
つ
の
印
刷
方
式
に
対
し
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
は
「
平へ

い

版は
ん

印
刷
」
だ
。
版
に
凹
凸
は
な
く
、「
水
と
油
」
の

原
理
で
、
イ
ン
キ
を
の
せ
た
く
な
い
部
分
を
親
水
性
に
し
て
油
性
の
イ
ン
キ
を
は
じ
く
よ
う
に
版
を
作
る
。

　

シ
ル
ク
印
刷
は
、
要
は
型か

た

染ぞ
め

だ
。
謄と

う

写し
や

印
刷
・
捺な

つ

染せ
ん

印
刷
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
型
紙
を
切
り
抜
い
た
部
分
に
イ
ン

キ
が
刷
ら
れ
る
。
衣
類
の
ロ
ゴ
印
刷
等
に
使
わ
れ
、
高
い
濃
度
で
イ
ン
キ
を
盛
れ
る
が
、
大
量
印
刷
に
は
向
か
な
い
。

　

凸
版
、
凹
版
は
原
理
的
に
イ
ン
キ
を
盛
れ
、
印
刷
物
と
し
て
の
メ
リ
ハ
リ
が
あ
る
が
、
版
を
「
彫
る
」
必
要
が
あ

る
た
め
、
製
版
に
コ
ス
ト
と
手
間
が
か
か
り
小
回
り
が
き
か
な
い
。
と
く
に
大
判
の
印
刷
物
に
な
る
ほ
ど
コ
ス
ト
が

か
さ
ん
で
し
ま
う
の
が
難
点
だ
。
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
は
、
当
初
は
そ
の
メ
リ
ハ
リ
の
な
さ
が
欠
点
だ
っ
た
が
、
製
版

コ
ス
ト
が
安
く
、
大
判
の
印
刷
物
に
向
い
て
い
た
た
め
、
宣
伝
広
告
な
ど
で
人
気
を
博
し
、
次
第
に
品
質
を
向
上
さ

せ
て
い
っ
た
。
今
日
で
は
写
真
週
刊
誌
の
「
グ
ラ
ビ
ア
ペ
ー
ジ
」
も
、
じ
つ
は
オ
フ
セ
ッ
ト
で
刷
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
さ
ら
に
七
〇
〇
線
（「
線
数
」
に
つ
い
て
は
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
も
の
超
高
精
細
印
刷
も
登
場
し
、「
イ
ン
キ
濃
度
の

弱
さ
」
と
い
う
弱
点
を
逆
手
に
と
っ
て
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
は
品
質
の
向
上
を
続
け
て
い
る
。

⇩
版

紙

インキ（盛り込みが可能）

▲ 凸版（活版）印刷の原理

⇩
版

紙
インキ（凹部の深さに応じて階調が変化）

▲グラビア（ 凹版）印刷の原理
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か
つ
て
の
本
文
印
刷
は
活
版
が
前
提
で
、「
印
圧
＋
イ
ン
キ
濃
度
」
の
力
強
さ
が
あ
っ
た
が
、
オ
フ
セ
ッ
ト
時
代

に
、
ど
う
そ
の
特
徴
を
継
承
す
る
か
が
、
本
文
印
刷
を
専
門
と
す
る
印
刷
所
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
。

　

理
想
社
で
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
「
力
強
い
印
字
」
を
め
ざ
し
て
、
イ
ン
キ
メ
ー
カ
ー
に
特
注
で
専
用
イ
ン
キ
を
作

っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ひ
と
く
ち
に
黒
イ
ン
キ
と
い
っ
て
も
、「
青
っ
ぽ
い
黒
」、「
赤
っ
ぽ
い
黒
」
が
あ
る
が
、
理

想
社
イ
ン
キ
は
強
い
て
い
え
ば
「
青
系
」
だ
そ
う
だ
。

　

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
の
原
理
を
「
水
と
油
」
の
た
と
え
で
説
明
し
た
通
り
、
オ
フ
セ
ッ
ト
は
何
と
い
っ
て
も
「
水
も

の
」。
水
の
調
整
が
い
ち
ば
ん
難
し
い
。

　
「
水
を
出
す
か
、
出
さ
な
い
か
。
水
を
多
く
す
れ
ば
濃
度
が
落
ち
る
。
か
と
い
っ
て
、
水
を
絞
れ
ば
汚
れ
や
す
く

な
る
。
そ
の
あ
た
り
が
難
し
い
で
す
ね
」
と
田
中
社
長
。『
集
成
』
で
は
本
の
存
在
感
を
強
調
す
る
た
め
、
嵩か

さ

高だ
か

紙し

と
よ
ば
れ
る
束つ

か

（
本
の
厚
み
）
の
出
る
紙
（
今
回
は
O
K
ラ
イ
ト
ク
リ
ー
ム
・
ツ
ヤ
）
を
使
っ
て
い
る
。
嵩
高
紙
は
紙し

粉ふ
ん

（
断
裁
時
に
生
じ
る
チ
リ
状
の
繊
維
）
が
出
や
す
い
。
最
近
の
紙
は
紙
粉
が
出
に
く
く
な
っ
て
は
き
た
が
、
そ
れ
で
も
版

に
い
っ
た
ん
紙
粉
が
付
い
て
し
ま
う
と
、
そ
の
部
分
が
ピ
ン
ホ
ー
ル
と
な
る
の
で
機
械
を
止
め
て
取
り
除
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
運
転
を
再
開
す
る
に
も
、
か
な
り
の
ヤ
レ
（
製
品
に
な
ら
な
い
試
し
刷
り
）
と
時
間
が
必
要
だ
。

　

付
物
印
刷
で
は
片
面
刷
り
が
常
識
だ
が
、
本
文
印
刷
で
は
両
面
印
刷
が
常
識
だ
。
両
面
印
刷
機
に
も
二
つ
の
タ
イ

プ
が
あ
る
。
や
や
専
門
的
に
な
る
が
、
一
つ
は
「
B-

B
タ
イ
プ
」
の
両
面
機
。
上
版
用
と
下
版
用
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ

ト
胴
同
士
が
接
し
て
い
て
、
こ
の
間
を
紙
が
通
る
こ
と
に
よ
り
一
度
に
両
面
印
刷
を
可
能
と
し
て
い
る
。
B-

B
タ

イ
プ
は
文
字
印
刷
に
向
い
て
お
り
、『
集
成
』
も
こ
の
方
式
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
で
は
、
版
の
イ
ン
キ

は
い
っ
た
ん
ゴ
ム
製
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト

に
転
写
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
紙
に
刷

ら
れ
る
。
イ
ン
キ
が
い
っ
た
ん
版
か
ら

離
れ
て
（
O
F
F
）、
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト

を
経
由
し
て
紙
に
定
着
す
る（
S
E
T
）

こ
と
か
ら
、
オ
フ
セ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

⇩ 版

紙

インキは盛れないが、版材は薄く軽い。インキは版材の
非親水性部分に付く

▲ オフセット印刷の原理
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も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
「
圧
胴
式
両
面
印
刷
機
」。
上
の
版
を
刷
る
と
き
も
下
の

版
を
刷
る
と
き
も
、
圧
胴
で
圧
を
加
え
な
が
ら
印
刷
す
る
。
一
度
に
両
面
を
印
刷
で

き
る
点
は
B-

B
タ
イ
プ
と
同
じ
だ
が
、
B-

B
タ
イ
プ
で
は
ゴ
ム
と
ゴ
ム
（
ブ
ラ
ン

ケ
ッ
ト
同
士
）
の
間
を
紙
が
通
る
の
に
対
し
、
圧
胴
式
で
は
ゴ
ム
（
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
）

と
金
属
（
圧
胴
）
の
間
を
紙
が
通
る
た
め
、
印
刷
適
性
が
微
妙
に
異
な
る
。
圧
胴
式

の
メ
リ
ッ
ト
は
、
塗
工
紙
の
カ
ラ
ー
印
刷
や
写
真
の
再
現
性
に
優
れ
て
い
る
点
だ
。

　

本
文
は
毎
時
九
千
│
一
万
枚
の
ス
ピ
ー
ド
で
刷
ら
れ
、
随
時
抜
き
取
っ
て
検
品
し
、

五
〇
〇
部
ご
と
に
保
存
し
て
い
る
。
万
一
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て
も
、
ど
の
時
点
で
起

こ
っ
て
い
る
か
す
ぐ
に
把
握
で
き
る
の
だ
。
本
文
の
裏
表
の
位
置
に
ズ
レ
が
な
い
か
、

濃
度
の
ム
ラ
が
な
い
か
を
慎
重
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
活
版
時
代
の
本
文
印
刷
で
は
、

濃
度
の
ム
ラ
を
出
さ
な
い
の
が
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。
印
圧
に
よ
る
文
字
の
食

い
込
み
が
活
版
の
味
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り
に
印
圧
が
強
い
刷
り
は
、
濃

度
の
ム
ラ
を
印
圧
で
ご
ま
か
す
邪
道
と
見
な
さ
れ
た
。

　
『
集
成
』
を
刷
っ
て
い
る
両
面
機
は
、
版
を
手
動
で
交
換
す
る
。
イ
ン
キ
壺
の
調

整
も
手
動
だ
。「
デ
ィ
ジ
タ
ル
化
で
手
作
業
が
少
な
く
な
る
と
原
理
が
わ
か
ら
な
く

な
る
。
だ
か
ら
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
な
る
べ
く
手
作
業
で
や
ら
せ
て
い
る
ん
で
す
」。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
感
が
職
人
ぽ
く
っ
て
カ
ッ
コ
い
い
。

B-B タイプの両面機。上版用と下版用のブランケット
胴同士が接していて、この間を紙が通ることにより、
一度に両面印刷が可能となった。

PS 版

ブランケット

被印刷体

版胴

圧胴

ブランケット胴

湿し水インキ

オフセット印刷の印刷機構
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紙
の
厚
み
に
対
す
る
調
整
も
デ
リ
ケ
ー
ト
だ
。
紙
、
イ
ン
キ
な
ど
は
、
温
度
や
湿

度
に
よ
っ
て
品
質
が
変
わ
る
。
要
は
「
生
き
も
の
」
だ
か
ら
、
そ
の
状
態
に
合
わ
せ

て
機
械
も
微
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

版の交換は手作業。このマニュアル感がカッコいい。
カラー印刷機では、自動で版を交換するのが一般的だ。

表・裏の本文、ノンブルの位置や、濃度のムラを
入念にチェックする田中社長
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か
つ
て
の
活
版
印
刷
で
は
、
組
版
と
印
刷
が
一
体
だ
っ
た
。
デ
ィ
ジ
タ

ル
時
代
で
も
基
本
は
同
じ
だ
。
文
字
組
版
は InD

esign 

と O
penType 

フ
ォ
ン
ト
と
い
う
デ
ィ
ジ
タ
ル
環
境
に
は
な
っ
た
が
、
後
工
程
を
十
分
に

見
通
し
た
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

デ
ザ
イ
ナ
ー
が InD

esign 

を
使
う
と
き
は
、
ペ
ー
ジ
レ
イ
ア
ウ
ト
を

モ
ニ
タ
に
表
示
し
な
が
ら
逐
次
テ
ク
ス
ト
処
理
を
し
て
い
く
こ
と
が
多
い

が
、
印
刷
所
で
は
、
バ
ッ
チ
処
理
と
い
っ
て
、
必
要
な
指
示
を
タ
グ
（
組

版
処
理
の
た
め
の
コ
マ
ン
ド
）
で
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
に
あ
ら
か
じ
め
施
し
、

そ
れ
を
一
括
で
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
流
し
込
む
。
本
文
組
版
で
は
、
バ
ッ
チ

処
理
の
ほ
う
が
一
貫
し
た
組
版
が
で
き
、
直
し
へ
の
対
応
も
速
い
。

　

組
版
デ
ー
タ
は
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
に
書
き
出
さ
れ
て
面め

ん

付つ

け
さ
れ
、
刷さ

つ

版ぱ
ん

（
原
版
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
に
使
う
P
S
版
に
焼
き
付
け
る
作
業
）
さ
れ
る
。

版
材
は
ア
ル
ミ
に
感
光
剤
を
塗
布
し
た
P
S
版
（Pre-Sensitized Plate

）
が

一
般
的
だ
。
最
近
の
刷
版
で
は
、
フ
ィ
ル
ム
現
像
で
は
な
く
、
C
T
P

（C
om

puter to Plate

）
と
い
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
版
材
に
直
接
デ
ー

タ
を
焼
き
付
け
る
。

　
「
デ
ィ
ジ
タ
ル
化
は
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
と
き
、
原
理
が
わ
か
ら
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
が
こ
わ
い
ん
で

18

169

1312

453 6

14

11

15

10

2 7
刷本（すりほん）のページが順を追って続くようにページ掛けすることを「面付け」といい、
面付けされた刷本を「一台」と呼ぶ（刷本の折り方は 105 ページ参照）。基本は両面 16 ペー
ジで「一台」だが、用紙や判型に応じて、32 ページ一台、64 ページ一台とする場合もある。
一方、製本所では、64 ページ台、32 ページ台を 16 ページ台に断裁した状態で「一台」と呼び、
カラー印刷では、片面で「一台」と呼ぶことも多い。なんとも紛らわしい用語だ。

表裏
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すっかりディジタル化された
理想社の組版の現場

す
」
と
田
中
社
長
。
入
力
段
階
、
C
T
P
段
階
、
印
刷
段
階
と
二
重
三
重
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
が
、
そ
れ
で
も
事
故

が
起
こ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
最
終
的
に
は
「
目
視
」
が
す
べ
て
の
基
準
だ
。

　
「
出
て
き
た
も
の
に
〝
違
和
感
を
持
て
〞
と
教
え
て
い
ま
す
。
何
か
〝
変
だ
な
〞
と
感
じ
る
感
覚
が
大
事
。
お
客

さ
ん
が
気
づ
か
な
い
誤
り
を
こ
ち
ら
で
見
つ
け
る
く
ら
い
に
し
て
い
ま
す
」

　

現
在
、
社
員
は
四
八
人
。
若
い
社
員
が
増
え
、
平
均
年
齢
が
三
〇
代
と
い
う
の
が
心
強
い
。「
昔
は
終
日
立
ち
っ

ぱ
な
し
の
仕
事
で
し
た
か
ら
、
足
が
棒
の
よ
う
に
な
っ
て
、
皆
、
脚き

や

絆は
ん

を
巻
い
て
い
ま
し
た
」。
デ
ィ
ジ
タ
ル
化
に

よ
っ
て
印
刷
所
の
労
働
環
境
は
「
雲
泥
の
差
」
と
い
う
ほ
ど
に
向
上
し
た
。

　

反
面
、
活
版
時
代
に
比
べ
、
直
し
が
容
易
と
な
っ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
雑
な
仕
事
や
安
易
な
赤
字
が
増
え
て
い

る
。「
版
元
が
よ
い
本
、
よ
い
仕
事
を
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
値
段
だ
け
で
判
断
す
る
よ
う
な
風
潮
が
あ
り
ま

す
ね
。
で
も
、〝
安
か
ろ
う
、
悪
か
ろ
う
〞
で
、
安
い
と
こ
ろ
に
出
し
た
ら
何
校
も
必
要
と
な
っ
て
か
え
っ
て
高
く

つ
い
た
と
、
お
客
さ
ん
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
田
中
社
長
は
苦
笑
す
る
。　
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付つ
き

物も
の

印
刷 

│ 

半
七
写
真
印
刷
工
業
で
の
作
業

　

次
は
付つ

き

物も
の

印
刷
。
装
丁
家
に
は
最
も
な
じ
み
の
深
い
工
程
だ
。

　

今
回
『
集
成
』
の
付
物
を
担
当
す
る
の
は
半
七
写
真
印
刷
工
業
（
以
下
・
半
七
印
刷
と
略
）。
一
九
一
五
（
大
正
四
）

年
に
、
千
代
田
区
内
神
田
で
田
中
半
七
製
版
所
と
し
て
創
業
し
、
原
色
版
印
刷
の
老し

に
せ舗

と
し
て
知
ら
れ
た
。
現
在
地

は
東
京
都
品
川
区
東
品
川
。
京
浜
急
行
「
青
物
横
丁
駅
」
が
最
寄
り
だ
。

　

本
文
の
理
想
社
と
同
様
、
現
在
は
す
べ
て
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
だ
が
、
か
つ
て
カ
ラ
ー
印
刷
の
代
名
詞
だ
っ
た
原
色

版
印
刷
に
つ
い
て
も
伺
っ
て
み
よ
う
。

　

わ
た
し
た
ち
は
絵
を
描
く
と
き
、
絵
の
具
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
好
み
の
色
を
つ
く
る
。
だ
が
印
刷
で
色
ご
と
に
イ
ン

キ
を
混
ぜ
て
い
た
の
で
は
効
率
が
悪
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
カ
ラ
ー
印
刷
で
は
、
イ
ン
キ
自
体
を
混
ぜ
る
の
で
は
な
く
、

シ
ア
ン
（
C
＝
藍
）、
マ
ゼ
ン
タ
（
M
＝
紅
）、
イ
エ
ロ
ー
（
Y
＝
黄
）
の
三
原
色
と
ブ
ラ
ッ
ク
（
B
K
＝
墨
）
の
四
色
の

イ
ン
キ
を
小
さ
な
色
の
点
（
ア
ミ
点
）
に
し
、
そ
れ
を
掛
け
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
色
を
表
現
す
る
。

こ
れ
が
「
プ
ロ
セ
ス
印
刷
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ラ
ー
印
刷
法
だ
。「
プ
ロ
セ
ス
印
刷
」
に
用
い
る
四
原
色
を
「
プ
ロ
セ

ス
四
色
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
て
、
複
数
の
イ
ン
キ
を
混
ぜ
て
調
色
し
た
イ
ン
キ
を
「
特
色
」
と
呼
ぶ
。

＊
付
物
（
つ
き
も
の
）

装
丁
・
造
本
の
工
程
で
は
、「
本
文
」

に
対
し
て
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
・
表
紙
・
帯
・

扉
等
の
「
外
装
」
部
分
を
一
般
に
「
付

物
」
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
、
本
文
印
刷
の

現
場
で
は
、「
ま
え
が
き
」「
あ
と
が
き
」

等
を
「
付
物
」
と
呼
ぶ
し
、
書
籍
や
雑

誌
に
綴
じ
込
ま
れ
た
り
、
差
し
込
ま
れ

た
り
し
て
い
る
付
属
印
刷
物
を「
付
物
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
て
紛
ら
わ
し
い
。
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雑
誌
な
ど
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
四
色
以
外
に
、
金
や
銀
、
蛍
光
イ
ン

キ
な
ど
、
プ
ロ
セ
ス
四
色
で
は
絶
対
に
出
せ
な
い
特
色
を
追
加
す
る

こ
と
も
多
く
、
そ
ん
な
と
き
は
六
色
機
が
威
力
を
発
揮
す
る
。
カ
ラ

ー
プ
リ
ン
タ
の
普
及
で
、
プ
ロ
セ
ス
印
刷
の
原
理
は
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
た
っ
た
四
色
の
掛
け
合
わ
せ
で
無
限
の
色
彩
を

表
現
す
る
技
法
に
は
、
興
味
つ
き
な
い
面
白
さ
が
あ
る
。

　

カ
ラ
ー
印
刷
の
代
名
詞
と
も
な
っ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
印
刷
だ
が
、

万
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
掛
け
合
わ
せ
で
作
る
緑
（
C
＋
Y
）、

オ
レ
ン
ジ
（
M
＋
Y
）、
紫
（
C
＋
M
）
は
鮮
や
か
さ
を
欠
き
、
特
に

淡
い
パ
ス
テ
ル
ト
ー
ン
で
濁
り
が
目
立
つ
の
が
最
大
の
難
点
だ
。

　

印
刷
で
は
階
調
表
現
を
左
図
の
よ
う
な
ア
ミ
点
で
表
現
す
る
。

半七印刷の主力、菊全判六色印刷機（KOMORI LITHRONE）。
手前のパレットには、刷り出されたばかりの『集成』の上貼紙が積まれている。
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階
調
の
調
整
は
理
論
的
に
は
1
％
刻
み
で
で
き
る
が
、
実
作
業
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
誤
差
を
考
慮
し
て
5
％
刻
み

で
指
定
す
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
一
版
あ
た
り
、
わ
ず
か
20
階
調
程
度
で
多
彩
な
色
表
現
を
し
て
し
ま
う
わ
け

で
、
カ
ラ
ー
印
刷
と
は
、
目
の
錯
覚
を
た
く
み
に
利
用
し
た
マ
ジ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。

白いすき間の交点にグレーの調子
が見えてしまう錯覚の例

特色インキ製造機
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と
こ
ろ
が
淡
い
パ
ス
テ
ル
調
で
は
そ
の
錯
覚
が
ア
ダ
と
な
る
。
人
間
の
目
は
ア
ミ
点
と
ア
ミ
点
の
す
き
間
に
グ
レ

ー
調
を
感
じ
て
し
ま
う
。
右
上
図
は
有
名
な
錯
覚
例
だ
が
、
い
く
ら
グ
レ
ー
調
が
実
在
し
な
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、

目
が
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

　

だ
か
ら
四
色
以
下
の
色
数
で
印
刷
す
る
場
合
や
、
四
色
掛
け
合
わ
せ
で
は
出
せ
な
い
鮮
や
か
な
色
味
を
求
め
る
場

合
は
、
特
色
イ
ン
キ
で
色
指
定
す
る
。
特
色
イ
ン
キ
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
指
定
し
た
色
チ
ッ
プ
を
も
と
に
十
色
の
基

本
イ
ン
キ
（
紅
、
金
赤
、
黒
、
紫
、
ピ
ン
ク
、
マ
ゼ
ン
タ
、
グ
リ
ー
ン
、
黄
、
藍
、
メ
デ
ィ
ウ
ム
）
の
配
合
比
率
を
測
色
計
で

割
り
出
し
、
イ
ン
キ
量
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
計
算
し
、
機
械
で
調
合
す
る
。

　

色
指
定
用
の
チ
ッ
プ
は
、
同
一
の
色
番
で
も
版
に
よ
っ
て
基
本
イ
ン
キ
の
配
合
率
が
変
わ
っ
て
い
る
し
、
経
年
変

化
で
色
調
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、「
色
チ
ッ
プ
の
現
物
を
、
必
ず
添
え
て
く
だ
さ
い
」
と
担
当
者
か

ら
念
を
押
さ
れ
た
。

　

今
回
の
『
集
成
』
の
装
丁
で
は
、
函
の
上う

わ

貼ば
り

紙が
み

が
四
色
印
刷
。
扉
が
墨
＋
特
色
の
二
色
印
刷
だ
。
装
丁
デ
ー
タ
は

す
べ
て
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
で
送
ら
れ
、
C
T
P
で
刷さ

つ

版ぱ
ん

さ
れ
、
本
機
校
正
さ
れ
る
。

　

以
前
は
、
色
校
正
は
本
機
と
は
別
の
「
校
正
機
」
で
刷
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
色
調
や
イ
ン
キ
の
盛
り
が
本
機
と

か
な
り
違
っ
て
し
ま
い
、「
校
正
を
出
す
意
味
が
あ
る
の
？
」
と
首
を
ひ
ね
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
最
近
は
ど
の

印
刷
所
も
本
機
で
色
校
正
を
出
す
よ
う
に
な
り
、
ほ
ぼ
一
発
で
校
了
と
な
る
。
と
は
い
え
厳
密
に
言
う
と
、
本
機
校

正
と
本
刷
り
で
は
機
械
の
回
転
速
度
が
違
う
の
で
、
や
は
り
「
本
刷
り
ど
お
り
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
イ

ン
キ
の
盛
り
具
合
の
判
断
も
含
め
て
、
完
璧
を
期
す
に
は
、
や
は
り
本
刷
り
に
立
ち
会
う
の
が
い
ち
ば
ん
だ
。
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今
回
は
取
材
と
は
い
え
、
結
果
的
に
は
刷
出
し
立
ち
会
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
印
刷
所
側
も
や
や
緊
張
気
味
だ

っ
た
が
、
作
業
は
じ
つ
に
手
際
よ
く
、
注
文
を
付
け
る
点
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
。

　

装
丁
に
使
う
用
紙
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
ア
ー
ト
紙
や
コ
ー
ト
紙
の
よ
う
に
平
滑
に
表
面
塗
工
し
た
塗
工
紙
と
、

紙
本
来
の
風
合
い
を
生
か
し
た
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー
（
地
紋
や
凹
凸
な
ど
に
意
匠
を

凝
ら
し
た
風
合
い
の
あ
る
紙

）
の
二
種
類
が
あ
る
。

　

ア
ー
ト
・
コ
ー
ト
系
は
価
格
が
安
い
う
え
に
発
色
が
い
い
の
で
、
書
籍
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
は
最
も
多
く
使
わ
れ
る
。

グ
ロ
ス
（
ツ
ヤ
あ
り
）
系
と
マ
ッ
ト
（
ツ
ヤ
な
し
）
系
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
と
く
に
グ
ロ
ス
系
の
ツ
ヤ
ツ
ヤ
し
た
紙

は
、
印
刷
適
性
は
い
い
が
趣
き
に
欠
け
る
。
蛍
光
灯
で
白
々
し
た
喫
茶
店
み
た
い
だ
。

　

対
し
て
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー
は
、
価
格
は
高
い
し
印
刷
適
性
も
必
ず
し
も
よ
く
は
な
い
が
、
何
と
い
っ
て
も
趣

き
が
あ
り
、
間
接
照
明
の
落
ち
着
い
た
店
と
い
う
雰
囲
気
だ
。
ア
ー
ト
、
コ
ー
ト
系
で
は
「
P
P
加
工
」
と
い
っ
て

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン polypropylene 

の
表
面
加
工
（
グ
ロ
ス
＝〝
ツ
ヤ
あ
り
〞と
、
マ
ッ
ト
＝〝
ツ
ヤ
な
し
〞の
二
種
類
が
あ
る
）

を
施
す
の
が
一
般
的
だ
が
、
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー
で
は
せ
っ
か
く
の
趣
き
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
P
P
加
工

で
は
な
く
、
ニ
ス
引
き
で
表
面
を
保
護
す
る
。

　
『
集
成
』
の
函
の
上
貼
紙
に
使
っ
た
用
紙
は
ヴ
ァ
ン
ヌ
ー
ボ
V
・
ホ
ワ
イ
ト
。
フ
ァ
ン
シ
ー
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
は

か
な
り
発
色
の
い
い
用
紙
で
、
と
く
に
黒
の
深
さ
、
鮮
や
か
さ
が
際
立
ち
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き
に
愛
用
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
ア
ー
ト･

コ
ー
ト
系
の
用
紙
に
比
べ
る
と
ド
ラ
イ
ダ
ウ
ン
（
印
刷
後
に
イ
ン
キ
が
紙
に
吸
収
さ
れ
全
体
に
色
が

沈
む
こ
と
）
が
激
し
く
、
そ
の
分
を
考
慮
し
て
イ
ン
キ
を
や
や
盛
り
気
味
に
し
て
も
ら
う
。
ア
ー
ト
・
コ
ー
ト
系
で

も
、
一
日
経
つ
と
印
象
が
変
わ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
だ
か
ら
い
く
ら
刷
出
し
に
立
ち
会
っ
て
も
、
ド
ラ
イ
ダ
ウ
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ン
を
十
分
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
表
面
加
工
は
、
風
合
い
を
生
か
す
べ
く
グ
ロ
ス
ニ
ス
を
引
く
。

　

刷
出
し
立
ち
会
い
を
一
通
り
終
え
て
、
い
よ
い
よ
原
色
版
印
刷
に
つ
い
て
伺
う
こ
と
に
す
る
。
答
え
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、
往
事
を
知
る
須
藤
弘
専
務
。
原
色
版
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
来
な
い
が
、
昔
の
美
術
全
集
な
ど
で
、
四
六
判

（
一
二
八
ミ
リ
×
一
八
八
ミ
リ
）
ほ
ど
の
ア
ー
ト
紙
に
絵
が
刷
ら
れ
、
本
文
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
が
原
色
版
印
刷
だ
。
原
色
版
は
凸
版
印
刷
で
あ
る
。
銅
版
を
腐
食
し
た
り
彫
り
込
ん
だ
り
し
て

版
を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
き
さ
は
A
4
判
ま
で
が
限
度
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

半
七
印
刷
の
原
色
版
を
世
に
知
ら
し
め
た
の
が
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
「
岩
波
写
真

文
庫
」
だ
（「
岩
波
写
真
文
庫
」
は
、
二
〇
〇
七
年
に
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
で
復
刻
さ
れ
て
い
る
）。
わ
た
し
も
刊
行
当
時
の
何
冊

か
を
古
本
で
持
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
『
日
本

│
一
九
五
八
年
正
月
』
が
感
慨
深
い
。
私
の
生
年
で
あ
る

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
当
時
は
、「
新
暦
の
正
月
」
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
く
、
旧
暦
や
、
新
旧
両
暦
の
中
間

を
と
っ
た
中
暦
も
用
い
ら
れ
、
北
海
道
や
東
北
で
は
馬
が
重
要
な
輸
送
手
段
だ
っ
た
。
原
色
版
は
、
そ
ん
な
時
代
の

カ
ラ
ー
印
刷
方
式
だ
っ
た
の
だ
。「
岩
波
写
真
文
庫
」
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
一
三
三
線
で
刷
ら
れ
た
。
半
七

印
刷
で
は
、
最
高
で
一
七
五
線
ま
で
原
色
版
で
刷
っ
た
と
い
う
。
版
式
か
ら
考
え
れ
ば
信
じ
が
た
い
高
精
度
だ
。
原

色
版
用
の
銅
版
は
、
他
社
で
は
厚
さ
〇
・
八
ミ
リ
だ
っ
た
が
、
半
七
印
刷
で
は
一
ミ
リ
厚
の
も
の
を
用
い
、
ク
ロ
ー

ム
メ
ッ
キ
を
施
し
て
非
常
に
強
い
版
に
仕
上
げ
た
と
い
う
。

　
「
原
色
版
」
は
、
戦
前
は
「
三
色
版
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
の
通
り
、
シ
ア
ン
（
藍
）、
マ
ゼ
ン
タ
（
紅
）、
イ
エ
ロ

ー
（
黄
）
の
三
版
の
み
だ
っ
た
。
複
雑
な
工
程
と
製
版
コ
ス
ト
ゆ
え
に
版
数
を
抑
え
た
の
だ
ろ
う
。
戦
後
に
な
っ
て

＊
印
刷
線
数
（
ス
ク
リ
ー
ン
線
数
）

印
刷
の
精
度
を
表
す
尺
度
。
単
位
は

lpi 

（line per inch

）。
一
般
に
値
が
高

い
ほ
ど
、
印
刷
は
精
度
を
増
す
。

か
つ
て
原
版
の
ア
ミ
点
を
作
る
際
に
、

細
い
ラ
イ
ン
が
入
っ
た
フ
ィ
ル
ム
や
ガ

ラ
ス
板
を
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
使
い
、

そ
の
ラ
イ
ン
の
密
度
に
よ
っ
て
印
刷
の

精
度
が
決
ま
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
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墨
版
が
加
わ
り
四
色
印
刷
と
な
る
が
、
そ
の
進
歩
に
は
「
バ
リ
オ
」
と

呼
ば
れ
る
電
子
彫
刻
製
版
機
が
大
き
く
貢
献
し
た
。

　
「
バ
リ
オ
」
以
前
は
、
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
を
使
っ
て
現
像
し
腐
食

す
る
複
雑
な
分
版
工
程
を
必
要
と
し
た
が
、「
バ
リ
オ
」
は
、
現
在
の

ス
キ
ャ
ナ
の
よ
う
に
カ
ラ
ー
原
稿
を
直
接
色
分
解
し
ダ
イ
レ
ク
ト
に
銅

版
を
刻
み
こ
ん
で
い
く
画
期
的
な
機
械
だ
っ
た
。

　

省
力
化
が
進
ん
で
も
、
当
時
の
職
人
は
決
し
て
手
を
抜
か
ず
、
仕
上

が
り
を
機
械
任
せ
に
し
な
か
っ
た
。「
バ
リ
オ
」
が
刻
ん
だ
版
を
校
正

刷
り
し
、
原
稿
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
と
呼
ば
れ

る
彫
刻
刀
で
ア
ミ
点
を
調
整
し
、
納
得
の
い
く
ま
で
校
正
刷
り
を
繰
り

返
す
。
筆
に
腐
食
液
を
含
ま
せ
、
ア
ミ
点
を
部
分
的
に
腐
食
す
る
「
筆ふ

で

腐ぶ

食し
よ
く」
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
ン
ド
レ

タ
ッ
チ
は
絶
対
に
や
り
直
し
の
き
か
な
い
熟
練
の
作
業
で
、
こ
う
し
た

工
程
を
経
て
工
芸
品
の
よ
う
な
版
が
生
ま
れ
た
。
製
版
職
人
の
権
限
は

絶
対
的
で
、
製
版
職
人
の
O
K
が
出
な
い
限
り
本
刷
り
に
は
入
れ
な

か
っ
た
と
い
う
。

　
「
と
に
か
く
〝
モ
ノ
〞
が
す
べ
て
の
基
準
で
、
原
稿
と
照
ら
し
合
わ

アミ点を調整する「ラインツール」と原版。ラインツールは 150 線用と 175 線用の二種類があった。
炭酸マグネシウムの白い粉を凹部に摺り込みながら、アミ点を確認し、原版を調整していく。
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せ
な
が
ら
作
業
を
す
る
ん
で
す
が
、〝
モ
ノ
〞
が
本
物
の
絵
だ
っ
た
り
す
る
と
借
り
出
せ
ま
せ
ん
。
絵
は
値
段
の
つ

け
よ
う
が
な
く
、
保
険
が
か
け
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
社
専
用
の
画
家
が
出
か
け
て
い
っ
て
、
実
物
を
模
写
し

て
色
調
を
伝
え
ま
し
た
」。

　

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
の
刷
り
順
は
、
通
常
は
B
K
（
墨
）
↓
C
（
藍
）
↓
M
（
紅
）
↓
Y
（
黄
）
の
順
だ
が
、
原
色
版
の

刷
り
順
は
Y
（
黄
）
↓
M
（
紅
）
↓
B
K
（
墨
）
↓
C
（
藍
）
の
順
。
金
を
刷
る
と
き
は
、
Y
と
M
の
間
に
入
れ
た
。

イ
ン
キ
の
濃
度
調
整
や
原
版
の
位
置
合
わ
せ
、
印
圧
の
ム
ラ
取
り
に
は
、
熟
練
の
技
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　

か
つ
て
は
カ
ラ
ー
印
刷
の
代
名
詞
だ
っ
た
原
色
版
だ
が
、
昭
和
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
オ
フ
セ

ッ
ト
印
刷
が
台
頭
し
て
く
る
と
、
製
作
コ
ス
ト
や
時
間
、
大
き
さ
の
制
約
と
い
っ
た
限
界
が
は
っ
き
り
と
し
て
き
た
。

半
七
印
刷
は
、
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
オ
フ
セ
ッ
ト
化
を
断
行
。
さ
ら
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
デ
ィ
ジ
タ

ル
化
に
取
り
組
ん
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
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金
版
製
作 

│ 

学
術
写
真
製
版
所
で
の
作
業

　
『
集
成
』
の
表
紙
は
ク
ロ
ス
に
箔
押
し
。
こ
の
箔
押
し
の
た
め
の
金
版
を
作
っ

て
い
る
の
が
学
術
写
真
製
版
所
（
以
下
「
学
術
製
版
」
と
略
）
だ
。
歴
史
は
古
く
、

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
安
藤
写
真
製
版
と
し
て
創
業
。
医
学
図
書
の
写
真

製
版
に
特
化
し
て
業
績
を
伸
ば
し
た
。
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
よ
り
箔
押
し

製
版
を
開
始
し
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
、
半
七
印
刷
と
同
様
、「
バ
リ
オ
」（
電
子

彫
刻
製
版
機
）
を
使
っ
て
の
製
版
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
、

現
在
の
文
京
区
白
山
に
移
り
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
入
稿
へ
の
対
応
を
は
じ
め
た
。

　

金
原
善
行
社
長
が
本
社
兼
工
場
を
案
内
し
て
く
れ
る
。
金
版
の
原
稿
と
な
る
の

は
、
わ
た
し
が
デ
ザ
イ
ン
し
電
子
メ
ー
ル
で
送
信
し
た
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
だ
。
箔

の
キ
レ
を
少
し
で
も
よ
く
し
よ
う
と
、
わ
た
し
も
小
さ
な
文
字
を
よ
り
細
く
加
工

は
し
て
い
る
の
だ
が
、
学
術
製
版
で
は
P
D
F
フ
ァ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で

は
な
く
、
画
像
処
理
ソ
フ
ト Photoshop 

で
も
う
一
度
開
き
、
長
年
の
経
験
を

も
と
に
文
字
の
太
さ
を
微
調
整
し
て
い
た
。

出力したフィルムを、銅版に現像する

＊
金
版

辞
書
を
引
く
と
、「
か
な
は
ん
」と
あ
る
が
、

現
場
で
は
、「
か
な
は
ん
・
か
な
ば
ん
・

き
ん
ぱ
ん
」
等
、さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
る
。
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細
く
し
た
い
箇
所
を
選
択
し
て
ぼ
か
し
を
か
け
、
ハ
イ
ト
ー
ン
を
飛
ば
し
て
細

く
す
る
。
フ
ィ
ル
ム
時
代
に
「
返
し
返
し
」
と
呼
ば
れ
た
製
版
作
業
の
応
用
だ
。

調
整
し
た
画
像
を
フ
ィ
ル
ム
出
力
し
、
そ
れ
を
銅
版
に
現
像
す
る
。
現
像
時
間
は

七
│
八
分
で
、
こ
れ
を
薬
液
で
洗
う
と
、
銅
版
が
剝
き
だ
し
に
な
っ
た
部
分
と
、

塗
膜
で
保
護
さ
れ
た
部
分
に
分
か
れ
る
。

　

こ
の
剝
き
だ
し
に
な
っ
た
部
分
が
酸
で
腐
食
さ
れ
て
凹
凸
が
で
き
る
。
銅
版
は

約
二
時
間
か
け
て
腐
食
さ
れ
る
。
取
り
出
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
目
に
み
え
な

か
っ
た
ピ
ン
ホ
ー
ル
が
残
っ
て
お
り
、
大
き
な
凸
と
な
っ
て
い
て
び
っ
く
り
。
グ

ラ
イ
ン
ダ
ー
で
不
要
な
凸
部
を
て
い
ね
い
に
削
り
取
る
。

　

金
版
の
高
さ
は
、
一
・
五
ミ
リ
か
三
ミ
リ
。
紙
ク
ロ
ス
な
ら
一
・
五
ミ
リ
で
十
分

だ
が
、
布
ク
ロ
ス
で
は
三
ミ
リ
は
必
須
で
、『
集
成
』
用
の
金
版
も
三
ミ
リ
厚
の

銅
板
で
作
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
安
価
な
亜
鉛
版
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
版
、
樹
脂
版
も

あ
る
が
、
耐
久
性
に
欠
け
る
の
で
重
版
が
か
か
る
よ
う
な
本
に
は
向
か
な
い
。

　

最
も
品
質
が
高
く
高
価
な
の
は
「
本
金
」
と
呼
ば
れ
、
真し

ん

鍮ち
ゆ
うを

腐
食
で
は
な
く

直
彫
り
し
た
金
版
だ
。
昔
は
職
人
が
手
で
彫
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
制
御
さ
れ
た
機
械
で
彫
り
上
げ
ら
れ
る
。『
集
成
』
の
型
押
し
で
は
、
表
4

（
裏
表
紙
）
側
の
岩
波
マ
ー
ク
の
空か

ら

押お

し
が
本
金
に
よ
っ
て
い
る
。

現像を終え、表面を洗う。銅版が剝きだしになった
白っぽく見える部分が腐食される。

ピンホールでできた不要な凸を、
グラインダーでていねいに削る
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表
紙
貼
り
・
箔
押
し 

│ 

堀
江
紙
工
所
で
の
作
業

　

出
来
上
が
っ
た
金
版
は
、
表
紙
貼
り
・
箔
押
し
の
堀
江
紙
工
所
に
届
け
ら
れ
る
。
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
創

業
の
堀
江
紙
工
所
は
、
本
社
は
新
宿
区
新
小
川
町
だ
が
、
工
場
は
埼
玉
県
戸
田
市
。
工
場
の
周
囲
に
は
「
〜
紙
工
」

と
名
の
つ
く
工
場
や
印
刷
所
が
目
に
つ
く
。

　

案
内
し
て
く
れ
た
の
は
三
代
目
の
若
社
長
・
堀
江
英
一
さ
ん
。
工
場
に
入
っ
て
ま
ず
気
づ
く
の
は
動
物
膠に

か
わの
特
有

の
匂
い
だ
。

　
「
膠
の
匂
い
で
す
ね
」

　
「
籠こ

も
っ
ち
ゃ
っ
て
ま
す
ね
。
気
に
な
り
ま
す
か
」

　
「
い
え
、
わ
た
し
は
こ
の
匂
い
が
嫌
で
は
な
い
ん
で
す
」

　

膠
の
匂
い
は
、
子
ど
も
の
頃
、
家
の
近
く
に
あ
っ
た
製
本
工
場
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

表
紙
貼
り
の
接
着
剤
は
膠
で
、
も
の
に
よ
っ
て
濃
度
を
変
え
る
。
厚
い
素
材
に
は
濃
い
目
に
す
る
の
だ
。

　

表
紙
貼
り
の
作
業
は
、
ま
ず
布
ク
ロ
ス
の
「
巻
き
返
し
」
か
ら
始
ま
る
。
装
丁
に
使
う
紙
は
シ
ー
ト
で
供
さ
れ
る

が
、
布
ク
ロ
ス
は
ロ
ー
ル
に
な
っ
て
い
て
必
要
な
量
を
メ
ー
ト
ル
買
い
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
で
は
巻
ぐ
せ
が
つ

表紙貼りのライン。
完全に機械化されている。
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い
て
い
て
作
業
が
で
き
な
い
。
巻
き
返
し
機
で
ク
ロ
ス
を
逆
向
き
に
巻
き
返
し
、
二
│
三
日
置
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

恥
ず
か
し
な
が
ら
、
よ
う
や
く
「
布
ク
ロ
ス
を
使
う
と
き
は
、
納
期
に
余
裕
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
理

由
が
わ
か
っ
た
。
経
費
だ
け
で
な
く
、
昨
今
の
出
版
社
は
時
間
を
惜
し
む
。
布
ク
ロ
ス
装
が
減
る
所ゆ

え
ん以

だ
。

　
「
ク
セ
が
と
れ
た
か
ど
う
か
は
、
長
年
の
カ
ン
で
戻
り
を
判
断
す
る
ん
で
す
よ
」
と
堀
江
社
長
。

　

巻
ぐ
せ
が
と
れ
た
ら
、
つ
ぎ
は
「
大
断
ち
」。
断
裁
作
業
で
あ
る
。
大
断
ち
し
た
ク
ロ
ス
を
表
紙
貼
り
す
る
作
業

で
ま
ず
一
日
。
テ
ス
ト
的
に
箔
押
し
て
「
箔
押
し
見
本
」
を
版
元
に
納
め
、
O
K
が
で
た
ら
本
格
的
な
箔
押
し
作
業

を
開
始
。
こ
れ
が
約
一
日
で
、「
巻
き
返
し
」
に
必
要
な
時
間
を
加
味
す
る
と
、
全
工
程
で
四
│
五
日
が
必
要
と
な

る
。

　

箔
押
し
は
、
箔
の
キ
レ
が
悪
い
と
、
小
さ
な
文
字
が
つ
ぶ
れ
て
目
も
当
て
ら
れ
な
い
。
今
回
使
う
箔
は
半
ツ
ヤ
の

墨
箔
（
村
田
P
K
M
黒
）
だ
。

　
「
顔
料
箔
は
抜
け
が
悪
い
で
す
ね
。
金
銀
箔
の
ほ
う
が
抜
け
は
い
い
。
抜
け
の
よ
し
あ
し
は
、
金
型
の
深
さ
や
品

質
、
押
し
の
技
術
も
あ
る
け
れ
ど
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
箔
に
含
ま
れ
る
接
着
剤
な
ん
で
す
。
箔
の
選
択
い
か
ん

で
品
質
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
は
技
術
よ
り
も
重
大
で
す
ね
」

　

今
回
も
三
、四
社
の
製
品
七
種
を
、
布
ク
ロ
ス
に
箔
押
し
テ
ス
ト
し
て
、
も
っ
と
も
適
性
の
い
い
箔
を
え
ら
ん
だ
。

そ
れ
が
村
田
P
K
M
黒
だ
っ
た
。

　

職
人
さ
ん
が
、
左
手
側
に
積
ま
れ
た
表
紙
の
山
か
ら
一
枚
取
り
、
手
ば
や
く
箔
押
し
機
に
セ
ッ
ト
し
て
ペ
ダ
ル
を

箔はロールで供給される
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箔押しされたロールは上方に巻き取られていく。金版で抜かれた部分がくっきりと黒く見える。
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ガ
チ
ャ
ン
と
踏
む
。
要
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
原
理
で
、
金
版
と
表
紙
の
間
に
は
ロ
ー
ル
の
箔
が
挟
ま
っ
て
お
り
、

ペ
ダ
ル
を
踏
む
ご
と
に
金
版
が
押
し
下
げ
ら
れ
て
箔
が
押
さ
れ
る
。
ペ
ダ
ル
が
戻
る
と
ロ
ー
ル
は
自
動
的
に
巻
き
取

ら
れ
る
仕
組
み
だ
。
箔
押
し
を
終
え
た
表
紙
は
、
今
度
は
職
人
さ
ん
の
右
手
側
に
山
と
な
っ
て
い
く
。
想
像
し
て
い

た
よ
り
ず
っ
と
速
い
ス
ピ
ー
ド
だ
。

　　

表
紙
貼
り
・
箔
押
し
の
作
業
で
も
っ
と
も
大
切
な
の
は
、
や
は
り
人
間
の
目
。

　
「
ち
ょ
っ
と
甘
え
る
と
不
良
品
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。
ど
れ
だ
け
辛
抱
強
く
ミ
ス
を
な
く
す
手
順
を
ふ
め
る
か
。

そ
れ
を
い
か
に
維
持
し
て
い
く
か
が
大
事
で
す
」

　

現
在
職
人
さ
ん
は
五
人
。
以
前
よ
り
箔
押
し
の
本
が
減
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
仕
事
が
来
な
い
の
が
悩
み
だ
と
い

う
。
技
術
の
継
承
と
い
う
点
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
「
若
い
方
で
新
た
に
や
り
た
い
と
い
う
方
は
、
少
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」

　

う
ー
ん
。
手
間
ひ
ま
か
か
る
本
づ
く
り
を
継
承
し
て
い
く
の
は
、
た
い
へ
ん
な
の
だ
。
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製
函 

│ 

加
藤
製
函
所
で
の
作
業

　
「
今
や
コ
ン
テ
ン
ツ

0

0

0

0

0

の
時
代
だ
か
ら
ね
。
函
屋
は
あ
が
っ
た
り
だ
。
本
だ
っ
て
こ
れ
か
ら
大
変
だ
よ
」。
の
っ
け
か

ら
前
社
長
・
加
藤
義
夫
さ
ん
の
先
制
パ
ン
チ
だ
。
こ
の
職
人
然
と
し
た
親
父
さ
ん
か
ら
「
コ
ン
テ
ン
ツ
（
情
報
内

容
）
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
製
函
に
つ
い
て
の
著
作
も
あ
る
理
論
家
な
の
だ
。

　
『
集
成
』
の
函
は
貼は

り

函ば
こ

と
い
っ
て
も
っ
と
も
手
が
か
か
る
タ
イ
プ
。
加
藤
製
函
所
で
作
る
の
は
函
の
土
台
部
分
で
、

そ
れ
を
「
貼
り
屋
」
に
持
っ
て
い
っ
て
上う

わ

貼ば
り

紙が
み

を
貼
り
込
む
。

　

加
藤
製
函
所
の
主
力
は
「
機
械
函
」
だ
。
こ
ち
ら
は
あ
ら
か
じ
め
厚
い
台
紙
に
印
刷
さ
れ
た
材
料
を
機
械
で
組
み

上
げ
る
か
ら
、
貼
函
の
よ
う
に
手
作
業
が
入
る
余
地
は
少
な
い
。
辞
典
類
の
函
は
ほ
と
ん
ど
が
機
械
函
で
、
売
り
上

げ
の
多
く
を
占
め
る
。
と
こ
ろ
が
電
子
辞
書
の
登
場
で
紙
の
辞
典
類
は
激
減
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「〝
か
た
ち
〞
と
い
う
か
〝
し
る
し
〞
み
た
い
に
残
し
て
い
る
感
じ
。
も
う
紙
に
活
字
の
時
代
で
は
な
い
ん
だ
な
」。

書
籍
電
子
化
に
対
し
て
の
危
機
感
は
、
版
元
や
装
丁
家
の
比
で
は
な
い
。

　
「
お
待
た
せ
し
ま
し
た
」
と
現
れ
た
加
藤
義
則
社
長
は
、
証
券
会
社
を
経
て
家
業
を
継
い
だ
。

　

創
業
者
・
加
藤
政
次
郎
は
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
中
田
紙
器
製
造
所
に
入
店
。
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
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年
に
実
弟
二
人
と
独
立
し
て
加
藤
製
函
所
を
神
田
司
町
に
創
立
し
た
。
昭
和
に
入
る
と
、
改
造
社
刊
『
現
代
日
本
文

学
全
集
』（
い
わ
ゆ
る
「
円え
ん

本ぽ
ん

」
）
の
爆
発
的
ブ
ー
ム
で
「
近
隣
の
家
を
六
軒
ば
か
り
買
収
致
し
総
三
階
建
の
新
工
場

を
建
設
し
印
刷
部
迄
有
る
業
界
随
一
の
設
備
と
能
力
を
有
し
書
籍
用
紙
函
の
大
量
生
産
に
専
心
す
る
」
に
至
っ
た
。

し
か
し
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
の
大
空
襲
で
工
場
は
壊
滅
。
会
社
を
解
散
し
、
長
年
勤
続
し
て
い
た
人
々
は
独

立
開
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
都
内
の
あ
ち
こ
ち
に
「
加
藤
製
函
所
」
が
あ
る
の
は
、
そ
ん
な
理
由
か
ら
だ
と
い
う
。

　

現
在
の
本
は
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
保
護
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
が
貴
重
品
だ
っ
た
時
代
は
、
よ
り
堅
牢
な
函
で
本
を

保
護
し
た
。
加
藤
製
函
所
の
歴
史
に
は
二
度
の
大
ブ
レ
イ
ク
が
あ
る
。
第
一
は
、
昭
和
初
期
の
「
円
本
ブ
ー
ム
」。

第
二
は
、
昭
和
四
〇
年
代
・
高
度
成
長
期
の
「
全
集
ブ
ー
ム
」。
衣
食
足
り
て
「
本
で
も
」
と
な
り
、
書
斎
を
ま
ず

作
っ
て
そ
れ
か
ら
埋
め
る
本
を
探
す
と
い
う
時
代
風
潮
だ
っ
た
。「
函
だ
け
売
っ
て
く
れ
、
な
ん
て
話
ま
で
あ
り
ま

し
た
よ
。
も
ち
ろ
ん
お
断
り
し
ま
し
た
け
ど
ね
」。

　

昭
和
四
〇
│
五
〇
年
代
の
全
盛
期
に
比
べ
る
と
、
製
函
の
仕
事
は
一
〇
〇
分
の
一
に
ま
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

函
の
三
大
お
得
意
は
「
辞
典
」「
社
史
・
自
治
体
史
な
ど
の
記
念
出
版
」
そ
れ
に
「
全
集
も
の
」
だ
と
い
う
。「
ど

れ
も
〝
積つ

ん
読ど

く

〞
が
多
い
ん
で
す
け
ど
ね
」
と
加
藤
社
長
は
ち
ょ
っ
と
自
嘲
気
味
。
か
つ
て
は
大
き
な
パ
イ
を
皆
で

分
け
て
い
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
小
さ
な
パ
イ
を
奪
い
合
い
、
分
け
合
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
函
屋
は
ほ
と
ん
ど
〝
趣
味
〞
で
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
加
藤
社
長
は
言
う
。
か
つ
て
の
工
場
跡
な
ど
を
ビ
ル
に

し
て
、
不
動
産
収
入
で
製
函
業
の
赤
字
を
埋
め
て
い
る
か
ら
だ
。「
ど
こ
も
自
分
の
代
で
潰
し
た
く
な
い
、
と
い
う

理
由
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
…
…
。
函
屋
の
仕
事
な
ん
て
社
会
貢
献
・
文
化
貢
献
み
た
い
な
も
ん
で
す
よ
」。
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収
益
が
少
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
函
は
一
点
一
点
が
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
だ
。

他
の
仕
事
を
使
い
回
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
製
造
業
と
し
て
は
旨
味
が
な

い
。
そ
れ
な
の
に
版
元
か
ら
の
要
求
は
厳
し
い
。

　
「
貼
函
な
ん
か
で
は
、
函
を
逆
さ
に
し
た
状
態
で
、
本
が
ゆ
っ
く
り
と
自

然
に
下
り
て
く
る
よ
う
に
す
る
。
ス
ト
ン
と
函
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
の
も
、

下
り
て
こ
な
い
の
も
論
外
で
、
す
ー
っ
と
下
り
て
、
半
分
く
ら
い
出
た
と
こ

ろ
で
引
っ
か
か
る
よ
う
に
止
ま
る
の
が
理
想
で
す
。
こ
の
下
り
具
合
の
好
み

が
版
元
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
す
よ
」。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
が
で
き
た
ば
か
り
の
段
階
で
は
、
函
は
ユ
ル
ユ
ル
く

ら
い
で
い
い
。
次
第
に
表
紙
が
ふ
く
ら
ん
で
き
つ
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
読

み
が
じ
つ
に
難
し
い
。

　

装
丁
に
際
し
て
は
、
製
本
所
が
束つ

か

見み

本ほ
ん

と
い
う
も
の
を
作
る
。
本
文
こ
そ

印
刷
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
使
わ
れ
る
装
丁
資
材
と
用
紙
を
用
い
、
仕

上
が
り
状
態
の
見
本
と
す
る
。
装
丁
家
は
、
束
見
本
を
も
と
に
要か

な
めと

な
る
束つ

か

（
本
の
厚
み
）
を
測
る
の
だ
が
、
出
来
上
が
っ
た
本
を
見
る
と
、
束
が
一
│
二

ミ
リ
違
っ
て
い
る
こ
と
が
ざ
ら
に
あ
る
。
手
作
業
で
数
部
を
作
る
束
見
本
と
、

大
量
生
産
さ
れ
る
製
品
で
は
、
本
の
締
ま
り
具
合
が
ど
う
し
て
も
異
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。
お
ま
け
に
水
を
使
う
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
の
性
質
上
、
ど
う
し

ノギスで束見本を測り、さまざまな条件
を考慮して、函の展開図を割り出す
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て
も
本
文
の
束
が
変
化
す
る
。
多
少
融
通
の
き
く
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
な
ら
致
命
傷

に
は
な
ら
な
い
が
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
貼
函
製
作
で
は
、
一
ミ
リ
の
差
が
天
と

地
ほ
ど
の
差
と
な
っ
て
し
ま
う
。「
す
べ
て
の
基
準
は
束
見
本
で
す
。
函
屋

の
ほ
う
で
は
寸
法
を
決
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
」。
ノ
ギ
ス
で
正
確
に
束
見

本
を
測
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
考
慮
し
て
寸
法
を
割
り
出
す
。
こ
の
段
階

で
函
の
品
質
が
ほ
ぼ
決
定
し
て
し
ま
う
か
ら
怖
い
。

　

実
際
の
作
業
工
程
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
。

　

ま
ず
は
「
大
断
ち
」。
本
体
部
分
と
な
る
パ
ー
ツ
を
切
り
分
け
る
作
業
だ
。

折
り
曲
げ
部
分
は
、
機
械
函
な
ら
「
筋す

じ

目め

」
を
つ
け
る
だ
け
だ
が
、
貼
函
で

は
曲
が
る
と
こ
ろ
ま
で
切
り
込
む
。
背
に
相
当
す
る
「
底
ボ
ー
ル
」
は
別
工

程
で
切
り
分
け
ら
れ
、
両
者
が
寸
分
の
狂
い
な
く
組
み
合
え
ば
O
K
だ
。
機

械
函
と
違
っ
て
、
作
業
の
大
半
が
手
作
業
と
な
る
。
一
瞬
の
油
断
も
禁
物
で
、

ベ
テ
ラ
ン
の
作
業
員
で
も
大
ケ
ガ
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

製
造
業
で
は
「
技
術
の
継
承
」
が
大
き
な
課
題
だ
が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、

と
い
う
か
、
そ
れ
以
上
に
「
機
械
の
継
承
」
が
切
実
な
問
題
だ
。
出
版
全
盛

期
に
は
製
本
用
の
機
械
が
ど
ん
ど
ん
造
ら
れ
た
が
、
市
場
の
縮
小
と
と
も
に

機
械
の
製
造
が
止
ま
り
、
維
持
す
る
こ
と
さ
え
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て

本体部分の大断ち
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底ボールを断つ。目にもとまらぬ速さで、ボール紙を機械に送り込む。
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い
る
。
加
藤
社
長
が
、
機
械
函
の
製
造
マ
シ
ン
を
指
さ
し
て
語
る
。

　
「
こ
の
機
械
を
造
っ
て
い
た
の
は
川
口
の
工
場
。
出
版
全
盛
期

は
羽
振
り
が
よ
く
て
社
長
は
ベ
ン
ツ
を
乗
り
回
し
て
い
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
資
金
繰
り
が
つ
か
な
く
な
っ
て
行
方
不
明

に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
今
こ
の
機
械
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
く
れ
て

い
る
の
は
、
そ
の
会
社
の
元
社
員
で
す
が
、
い
つ
ま
で
持
つ
の
か

な
あ
」。

　

技
術
が
あ
っ
て
も
、
意
欲
が
あ
っ
て
も
、
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
機

械
が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
製
造
業
は
立
ち
行
か
な
い
の
だ
。

　

も
う
一
つ
、
深
刻
な
問
題
は
、
繁
忙
期
と
そ
う
で
な
い
時
期
の

仕
事
量
の
落
差
だ
。
辞
典
類
は
新
学
期
を
控
え
た
二
│
三
月
に
い

っ
せ
い
に
出
る
か
ら
、
そ
の
時
期
は
目
の
回
る
よ
う
な
忙
し
さ
だ

が
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
仕
事
を
確
保
す
る
の
が
難
し
い
。
季
節

労
働
の
よ
う
な
も
の
で
、
安
定
し
た
産
業
と
し
て
成
り
立
ち
に
く

く
な
っ
て
い
る
。

　
「
下
請
け
の
貼
り
屋
さ
ん
も
含
め
て
、
儲
か
ら
な
く
て
も
維
持

し
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
い
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
気
持

本体部分と、底ボールが、寸分の狂いな
く組み合わされば OK。
2 つのパーツはボンドで接着され、補強
のために力紙（ちからがみ：クラフト紙
か和紙）が貼られる。
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装丁した「てのひらむかしばなし」（岩波書店）
の函をみつけた。こちらは貼函ではなく機械函。
型枠と合わせて、記念写真を撮る。

ち
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
す
。
志
を
も
っ
て
い
な
い
と
、
と
て
も
じ

ゃ
な
い
け
ど
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
淘
汰
さ
れ
る
の
な
ら
〝
時

代
の
流
れ
〞
と
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
で
す
ね
」。

　

本
格
的
な
電
子
ブ
ッ
ク
時
代
を
前
に
、
紙
の
本
を
残
す
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
思
案
し
て
い
た
私
に
、
こ
の
言
葉
は
重
く

響
い
た
。
製
紙
・
印
刷
・
製
本
と
い
っ
た
紙
の
本
の
イ
ン
フ
ラ
＝

製
造
業
の
部
門
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
仕
事
が
来
な
い
と
成
り
立

た
な
い
の
だ
。「
紙
の
本
も

0

0

0

0

残
し
た
い
」
な
ど
と
い
う
片
手
間
な

思
い
で
は
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
装
丁
家
も
紙
の
本
を
残

す
た
め
の
理
論
的
な
裏
付
け
と
戦
略
を
し
っ
か
り
と
持
た
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

出
来
上
が
っ
た
函
の
土
台
部
分
は
、
下
請
け
の
貼
り
屋
に
送
ら

れ
、
そ
こ
で
仕
上
げ
ら
れ
る
。
加
藤
社
長
の
案
内
で
、
埼
玉
県
新

座
市
に
あ
る
八や

光こ
う

製
函
へ
と
向
か
っ
た
。
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貼
り 

│ 

八や

光こ
う

製
函
で
の
作
業

　

勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
わ
た
し
は
「
貼
り
屋
」
さ
ん
と
聞
い
て
、
老
夫
婦
が
仕し

舞も

たた

屋や

で
刷
毛
で
糊
を
伸
ば
し
、

黙
々
と
仕
事
を
し
て
い
る
図
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。

　
「
う
ー
ん
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
間
違
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
ね
…
…
。
う
ち
が
お
願
い
し
て
い
る
貼
り

屋
さ
ん
は
何
軒
か
あ
っ
て
、
今
日
行
く
の
は
、
中
で
も
い
ち
ば
ん
腕
き
き
の
と
こ
ろ
で
す
」
と
加
藤
社
長
。
車
で
混

み
合
う
川
越
街
道
を
西
へ
西
へ
と
向
か
う
。

　

製
函
の
収
益
も
厳
し
い
が
、
貼
り
屋
は
さ
ら
に
厳
し
い
。
熟
練
の
技
な
の
に
一
個
あ
た
り
の
手
間
賃
は
驚
く
ほ
ど

安
い
。「
人
間
ら
し
い
暮
ら
し
を
」
と
貼
り
屋
が
ス
ト
ラ
イ
キ
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
な
の
に
賃
金
は
上

が
る
ど
こ
ろ
か
、
世
の
中
右
肩
下
が
り
で
、「
も
っ
と
下
げ
ら
れ
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
。「
今
で
さ
え
ギ
リ
ギ
リ
な

の
に
、
工
賃
は
絶
対
下
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
る
気
も
プ
ラ
イ
ド
も
失
せ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
貼
り
屋
と
は
家
族
同
様

の
つ
き
あ
い
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
貼
り
場
を
何
と
し
て
も
維
持
し
な
け
り
ゃ
、
と
考
え
て
い
ま
す
」。

　

混
み
合
っ
て
い
た
車
が
だ
い
ぶ
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
新に

い

座ざ

市
。
八
光
製
函
は
、
仕
舞
た
屋
で
は
な
く
、
プ
レ

ハ
ブ
造
り
の
工
場
だ
っ
た
。

　

今
回
の
『
集
成
』
の
貼
り
は
難
し
い
。
函
の
天
地
が
漆
黒
な
の
で
膠に

か
わが

わ
ず
か
に
は
み
出
て
も
汚
れ
が
目
立
っ
て

し
ま
う
。
お
ま
け
に
用
紙
に
選
ん
だ
ヴ
ァ
ン
ヌ
ー
ボ
は
、
風
合
い
の
あ
る
い
い
紙
だ
が
、
こ
す
れ
る
と
傷
つ
き
や
す
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い
の
だ
。

　

接
着
剤
と
な
る
膠
は
デ
イ
ビ
ス
ス
ー
パ
ー
セ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
合
成
膠
。
か
つ
て
は
、
表
具
や
内
装
作
業
に
用
い

る
姫ひ

め

糊の
り

（
澱
粉
質
を
水
に
溶
い
て
煮
た
糊
）
が
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
水
分
を
多
く
含
む
姫
糊
は
、
乾
燥
に

機械で膠が塗布される

貼り位置を決める。固唾を呑む一瞬だ。
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つ
れ
て
上う

わ

貼ば
り

紙が
み

の
イ
ン
キ
を
吸
い
込
み
、
発
色
を
損
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
だ
。

　
「
膠
も
、
昔
は
動
物
膠
だ
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
合
成
。
ゼ
リ
ー
み
た
い
な

も
ん
だ
。
溶
か
し
て
い
る
と
き
は
八
〇
℃
で
、
塗
っ
た
段
階
で
五
〇
℃
く
ら

い
に
な
る
よ
う
に
す
る
。
湿
度
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
ね
」
と
八や

と
う
げ峠
六
也
社

長
。
膠
は
、
想
像
し
て
い
た
〝
老
夫
婦
の
刷
毛
〞
で
は
な
く
、
機
械
で
次
々

と
塗
布
さ
れ
て
い
く
。「
紙
に
よ
っ
て
膠
の
濃
さ
を
変
え
る
。
よ
く
使
わ
れ

る
〝
レ
ザ
ッ
ク
・
つ
む
ぎ
〞
が
難
し
い
ん
だ
よ
」。

　

四
、五
名
の
女
性
ス
タ
ッ
フ
が
、
膠
の
塗
布
さ
れ
た
上
貼
紙
を
鮮
や
か
な

手
さ
ば
き
で
貼
り
込
ん
で
い
く
。
も
っ
と
も
難
し
い
の
は
、
貼
り
位
置
を
決

定
す
る
瞬
間
。『
集
成
』
の
函
は
、
天
地
が
き
っ
ち
り
黒
で
押
さ
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
寸
分
の
狂
い
も
許
さ
れ
な
い
。

　

上
貼
紙
の
地
側
に
は
、
位
置
合
わ
せ
の
た
め
の
細
い
線
を
付
け
て
お
く
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
速
さ
で
貼
り
位
置
を
合
わ
せ
ら
れ
る

の
か
。
手
品
を
見
て
い
る
よ
う
だ
。
位
置
が
決
ま
れ
ば
、
あ
と
は
天
地
、
平
、

折
り
返
し
と
木
の
へ
ら
で
圧
着
し
、
流
れ
作
業
で
仕
上
が
っ
て
い
く
。

位置が決まったら、木のへらを使って圧着していく

上貼紙の背の地側に、
位置合わせのための細い線を入れておく
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作
業
時
間
は
九
時
│
一
七
時
。
昼
食
時
間
と
午
前
・
午
後
の
小
休
止
以
外

は
立
ち
仕
事
だ
。
ロ
ッ
カ
ー
に
、
氷
川
き
よ
し
、
福
山
雅
治
と
、
ス
タ
ッ
フ

そ
れ
ぞ
れ
の
お
気
に
入
り
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
が
微
笑
ま
し
い
。

「
わ
れ
わ
れ
の
チ
ー
ム
と
い
う
感
じ
だ
ね
」
と
八
峠
社
長
。
七
三
歳
と
い
う

年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
出
版
全
盛
期
は
、
貼
り
屋
さ
ん
の
争
奪
競
争
が
す

ご
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
仕
事
は
楽
し
い
よ
。
難
し
い
仕
事
ほ
ど
楽
し
い
」
と
笑
う
若
々
し
さ
が

印
象
に
残
っ
た
。

貼りの作業に欠かせない型枠。作業の基
準となる「ものさし」だ。この型枠に土
台部分をはめ込み、上貼紙を貼り込む。

「これがうちの財産だね」と八峠社長。
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製
本 

│ 

松
岳
社
青
木
製
本
所
で
の
作
業

　

ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
現
場
を
訪
ね
る
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
が
印
刷
所
の
刷
出
し
立
ち
会
い
だ
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等

の
付つ

き

物も
の

、
写
真
集
や
図
版
の
多
い
本
文
な
ど
、
微
妙
な
色
調
や
イ
ン
キ
の
盛
り
を
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
直
接
指
示
す
る
こ

と
で
出
来
上
が
り
は
驚
く
ほ
ど
変
わ
る
。
い
い
も
の
を
作
り
た
け
れ
ば
現
場
に
行
く
の
が
い
ち
ば
ん
だ
が
、
一
方
で

「
客
が
厨
房
に
入
る
の
を
喜
ぶ
シ
ェ
フ
は
い
な
い
。
よ
ほ
ど
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
興
味
本
位
で
現
場
に
入
る
べ
き

で
は
な
い
」
と
も
思
う
。
そ
ん
な
わ
け
で
十
五
年
以
上
本
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
製
本
の
現
場
を
つ
ぶ
さ

に
見
る
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
。

　

千
代
田
区
猿
楽
町
に
あ
る
松
岳
社
青
木
製
本
所
の
青
木
英
一
社
長
は
、
製
本
技
術
で
ド
イ
ツ
の
マ
イ
ス
タ
ー
資
格

を
も
つ
達
人
だ
。
職
人
と
し
て
の
眼
差
し
が
大
量
生
産
の
本
づ
く
り
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
猿
楽
町
の
本
社
は
営

業
部
で
、
工
場
は
埼
玉
県
八
潮
市
に
あ
る
。
工
場
長
の
浅
川
茂
さ
ん
の
案
内
で
工
場
を
見
学
す
る
。

　

製
本
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
大
き
く
分
け
て
二
段
階
あ
る
。

　

第
一
は
、
一
般
的
に
一
六
ペ
ー
ジ
単
位
で
刷
ら
れ
た
刷す

り

本ほ
ん

を
折お

り

丁ち
よ
うに

し
て
束
ね
（〝
丁
ち
よ
う

合あ

い
〞
と
い
う
）、
そ
れ
を
か

が
っ
て
本
扉
・
見
返
し
を
付
け
て
中
身
を
作
る
ま
で
の
作
業
。
こ
ち
ら
は
第
二
工
場
で
行
わ
れ
る
。

＊
松
岳
社
（
し
ょ
う
が
く
し
ゃ
）

松
岳
社
は
青
木
製
本
所
の
商
号
。

合
資
会
社
で
あ
っ
た
青
木
兄
弟
製
本
所

が
一
九
五
二
年
に
解
散
し
、
独
立
営
業

す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、
社
名
を
区

別
す
る
た
め
に
「
松
岳
社
」
と
い
う
商

号
を
掲
げ
た
と
い
う
。
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次
は
、
堀
江
紙
工
所
で
表
紙
貼
り
・
箔
押
し
さ
れ
た
表
紙
を
、
中

身
と
合
体
さ
せ
て
一
冊
の
本
に
仕
上
げ
る
作
業
。
こ
ち
ら
は
第
一
工

場
で
の
作
業
と
な
る
。

　
「
本
づ
く
り
は
急
い
で
は
ダ
メ
で
す
ね
。
製
本
の
作
業
工
程
は
、

最
低
一
週
間
は
ほ
し
い
で
す
」
と
浅
川
さ
ん
。

　

ま
ず
は
第
二
工
場
に
向
か
う
。
理
想
社
で
刷
ら
れ
た
刷す

り

本ほ
ん

が
届
い

て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
本
の
か
た
ち
は
な
く
、
面
付
け
さ
れ
印

刷
さ
れ
た
「
一
枚
の
紙
＝
刷
本
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
刷
本
を
三
回

折
っ
て
一
六
ペ
ー
ジ
折
（
八
つ
折
）
に
す
る
過
程
で
品
質
が
決
ま
る
。

　

最
初
の
作
業
は
「
突
き
そ
ろ
え
」。
刷
本
に
振
動
を
与
え
、
一
枚

一
枚
の
紙
の
間
に
空
気
を
通
し
な
が
ら
紙
を
突
き
そ
ろ
え
る
。
突
き

そ
ろ
え
ら
れ
た
刷
本
は
、
指
定
し
た
折
丁
に
折
れ
る
よ
う
に
断
裁
さ

れ
る
。
断
裁
機
の
圧
力
の
加
え
方
と
、
包
丁
の
刃
の
角
度
ひ
と
つ
で
、

水
平
、
垂
直
が
き
っ
ち
り
と
揃
う
か
ど
う
か
が
決
ま
る
。

　

断
裁
を
終
え
る
と
次
は
「
折お

り

」。
折
で
は
、
何
よ
り
ノ
ン
ブ
ル
が

正
し
い
位
置
に
そ
ろ
っ
て
折
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
。
刷
本
の
折
り

刷本に振動を与え、一枚一枚の紙の間に空気を通しながら「突きそろえ」する。
紙がそろったらローラーでならし、空気を抜いてまとめる。
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折丁を丁合いする。
丁合いとは、折丁を第一折から最後の折までページの順に読み続くよう、重ねて集める作業。

＊ 一般的な 16 ページまわし折大折（2 つ折） 中折（4 つ折） 小折（8 つ折）

折ったものを丁合いして綴じ、
三方断ちすれば、通常の本。
三方断ちせずに表紙掛けすれ
ば、ペーパーナイフで切り進
む「アンカット本」となる。
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糸かがり機
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目
に
切
れ
込
み
を
入
れ
、
折
る
際
に
皺
が
寄
ら
な
い
よ
う
に
配
慮

す
る
。
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
紙
の
ク
セ
や
微
細
な
変
化
も
見
逃

さ
な
い
。「
紙
は
生
き
物
だ
か
ら
、
紙
を
扱
う
機
械
が
い
ち
ば
ん

難
し
い
ん
だ
よ
」
と
担
当
者
。

　

第
一
折
に
は
扉
と
見
返
し
が
貼
り
込
ま
れ
、
最
終
折
に
も
見
返

し
が
付
け
ら
れ
る
。
出
来
上
が
っ
た
折
丁
は
、
続
く
丁
合
い
で
束

ね
ら
れ
、
糸
で
か
が
ら
れ
る
。
か
が
り
の
機
械
は
巨
大
な
ミ
シ
ン

と
い
っ
た
趣
だ
。
か
が
り
を
終
え
た
本
文
は
、
糸
と
じ
で
ふ
く
ら

ん
だ
背
を
「
な
ら
し
機
」
で
固
め
る
。「
な
ら
し
機
」
で
固
め
て

も
、
背
は
ま
た
ふ
く
ら
ん
で
く
る
の
で
重
し
を
か
け
て
二
日
間
ほ

ど
置
く
と
よ
う
や
く
き
っ
ち
り
と
締
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
段
階
で

背
を
き
っ
ち
り
締
め
る
こ
と
で
、
丸
背
加
工
な
ど
の
後
工
程
が
や

り
や
す
く
な
る
の
だ
。「
本
が
落
ち
つ
く
」
と
い
う
。

　

青
木
製
本
所
で
は
、
糸
と
じ
の
本
は
全
体
の
六
割
ほ
ど
。
他
の

四
割
は
「
ア
ジ
ロ
と
じ
」
と
よ
ば
れ
る
無
線
と
じ
（
糸
で
か
が
ら

ず
接
着
剤
で
と
じ
る
製
本
）
だ
。
ア
ジ
ロ
と
じ
で
は
、
折
の
と
き
に

製本作業では、落丁・乱丁がいちばん怖い。書名・巻
数・折数を記した「背丁（せちょう）」と、丁合いを
直感的に確認できる「背標（せひょう）」（折の順に階
段状に連なった目印）は不可欠だ。

糸とじ本の背を挟み、強圧で締め付ける
「ならし機」
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ノ
ド
に
な
る
部
分
に
回
転
す
る
カ
ッ
タ
ー
で
穴
を
開
け
て
お
き
、
丁
合
い
の
あ
と
、
糊
を
染
み
込
ま
せ
て
製
本
す
る
。

　
「
ア
ジ
ロ
な
ら
本
を
落
ち
つ
か
せ
る
工
程
を
省
け
る
け
れ
ど
、
糸
と
じ
で
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
」
と
の
こ
と
だ

っ
た
。
本
来
な
ら
製
本
は
糸
と
じ
が
望
ま
し
い
が
、
本
の
多
く
が
無
線
と
じ
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
経
費
削
減
だ
け

で
な
く
納
期
短
縮
と
い
う
要
求
が
あ
る
よ
う
だ
。
い
い
本
づ
く
り
に
は
、「
予
算
」
以
上
に
「
時
間
」
が
欠
か
せ
な

い
の
だ
が
…
…
。

　

こ
う
し
て
第
二
工
場
で
作
ら
れ
た
中
身
を
、
表
紙
と
合
体
さ
せ
る
の
が
第
一
工
場
の
作
業
だ
。

　

か
が
っ
た
状
態
の
中
身
は
ラ
イ
ン
に
乗
せ
ら
れ
、
出
来
上
が
り
ま
で
一
本
道
だ
。
ま
ず
、
柔
軟
性
の
あ
る
水
溶
性

ボ
ン
ド
で
「
下
固
め
（
仮
固
め
）
」
さ
れ
る
。
ボ
ン
ド
は
遠
赤
外
線
の
ヒ
ー
タ
ー
と
フ
ァ
ン
で
乾
か
さ
れ
る
が
、
さ

ら
に
渋
滞
の
高
速
道
路
を
思
わ
せ
る
ラ
イ
ン
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
冷
や
さ
れ
、
乾
か
さ
れ
る
。

　

工
程
は
ま
だ
ま
だ
長
い
。
続
い
て
「
三
方
断
ち
」。
天
・
地
・
小
口
を
同
時
に
断
裁
す
る
。
次
に
ス
リ
ッ
プ
（
注

文
票
）
と
し
お
り
紐
が
付
け
ら
れ
る
。
案
外
早
い
段
階
で
入
れ
ら
れ
る
の
に
は
驚
い
た
。
し
お
り
紐
と
花
ぎ
れ
は
伊

藤
信
男
商
店
と
ア
サ
ヒ
ク
ロ
ー
ス
が
シ
ェ
ア
を
二
分
し
て
い
る
。「
両
社
の
使
用
比
率
は
ど
れ
く
ら
い
？
」
と
訊
ね

た
ら
ほ
ぼ
半
々
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
バ
ッ
キ
ン
グ
」
と
い
う
背
の
丸
み
出
し
の
工
程
が
そ
の
次
に
来
る
。
手
作
業
な
ら
会
得
す
る
の
に
最
低
十
年
は

必
要
と
言
わ
れ
た
バ
ッ
キ
ン
グ
だ
が
、
機
械
で
瞬
時
に
処
理
さ
れ
る
の
を
見
て
、
な
ん
だ
か
拍
子
抜
け
だ
。

　
「
バ
ッ
キ
ン
グ
」
に
続
い
て
、「
本
固
め
」
の
工
程
が
入
る
。「
下
固
め
（
仮
固
め
）
」
は
、
柔
軟
性
の
あ
る
水
溶
性

「下固め」した本体を、乾燥・
冷却させるためのライン



109

バッキング（背の丸み出し）の工程

花ぎれを貼り込む工程

ボ
ン
ド
を
用
い
る
が
、「
本
固
め
」
で
は
膠に

か
わを
使
う
。
寒か

ん

冷れ
い

紗し
や

、
シ
ワ
紙
が
、
膠
で
中
身
の
背
に
貼
ら
れ
、
最
後
に

花
ぎ
れ
が
地ち

券け
ん

紙し

と
い
っ
し
ょ
に
貼
り
込
ま
れ
る
。
花
ぎ
れ
は
ロ
ー
ル
に
な
っ
て
い
て
天
側
・
地
側
が
独
立
し
て
い

る
の
で
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
天
地
別
々
の
花
ぎ
れ
を
付
け
る
こ
と
も
可
能
だ
。
だ
が
、
実
際
に
そ
ん
な
本
を
手
が
け

た
職
人
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
事
故
品
み
た
い
で
、
カ
ッ
コ
悪
か
っ
た
」
そ
う
だ
。
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合体した本体と表紙は、「締め機」のラインで圧着される。
「フォーミング」と呼ばれる工程で、「いちょう入れ」（本にみぞをつける作業）も同時に行われる。
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次
の
「
締
め
機
」
の
工
程
で
い
よ
い
よ
表
紙
と
中
身
が
合
体
す
る
。
本
体
と
中
身
を
結
び
つ
け
る
の
が
、
見
返
し

と
寒
冷
紗
だ
。
接
着
は
強
力
な
水
溶
性
ボ
ン
ド
で
行
わ
れ
、「
締
め
機
」
の
ラ
イ
ン
で
圧
着
さ
れ
る
。
こ
の
工
程
は

「
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
、「
い
ち
ょ
う
入
れ
」（
本
体
に
み
ぞ
を
つ
け
る
作
業
）
も
圧
着
と
同
時
に
行
わ
れ
る
。

　

よ
う
や
く
一
冊
の
本
の
形
が
出
来
上
が
っ
た
が
、
作
業
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
ラ
イ
ン
か
ら
出
て
き
た
本

を
ワ
イ
ヤ
ー
で
締
め
、
重
し
を
の
せ
て
二
日
間
置
く
。「
本
を
落
ち
つ
か
せ
る
」
工
程
だ
。

　

二
日
後
に
よ
う
や
く
落
ち
つ
い
た
本
は
、
グ
ラ
シ
ン
を
か
け
て
函
に
収
め
ら
れ
、
完
成
品
と
な
る
。

グラシンをかけ

函に収める
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見
本
納
品
、
そ
し
て
流
通
・
販
売
へ

　

函
に
収
め
ら
れ
た
本
は
、「
見
本
」
と
し
て
版
元
に
届
け
ら
れ
、
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
初
め
て
流
通
に
乗
る
。

発
売
日
の
二
日
ほ
ど
前
に
、
装
丁
家
に
も
「
見
本
」
が
届
く
。
99
％
完
成
状
態
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
「
見
本
」
な
の

だ
。
万
一
致
命
的
な
問
題
が
見
つ
か
っ
て
も
、
こ
の
段
階
な
ら
被
害
を
拡
大
さ
せ
ず
に
済
む
。
色
校
正
と
同
様
、
装

丁
家
も
見
本
を
丹
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
版
元
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
は
い
え
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
見
本
段
階
で
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、『
集
成
』
全

八
巻
で
は
、
二
度
の
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
。
原
因
は
函
。
き
つ
く
て
ス
ム
ー
ズ
に
出
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。
岩
波

書
店
は
、
配
本
日
を
遅
ら
せ
て
函
の
作
り
直
し
を
決
め
た
。『
集
成
』
は
嵩か

さ

高だ
か

紙し

を
使
っ
て
い
る
上
に
ペ
ー
ジ
数
が

多
く
、
束つ

か

の
変
動
は
避
け
が
た
い
。
リ
ス
ク
を
十
分
勘
案
し
て
作
業
を
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
た

事
故
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
加
藤
製
函
所
の
社
長
は
、
悔
し
泣
き
に
泣
い
た
。
上う

わ

貼ば
り

紙が
み

を
刷
り
直
し
、
も
う
一
度
函

作
り
の
工
程
を
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
再
調
整
や
機
械
取
り
な
ど
、
印
刷
・
製
函
は
て

ん
や
わ
ん
や
だ
。

　
「
見
本
」
が
O
K
と
な
れ
ば
、
出
来
上
が
っ
た
本
は
、
製
本
所
か
ら
版
元
の
倉
庫
へ
と
運
ば
れ
、
さ
ら
に
「
取と

り
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次つ
ぎ

」
を
経
て
書
店
へ
流
通
す
る
。
一
般
読
者
に
は
な
じ
み
が
薄
い
が
、「
取
次
」
は
本
の
問
屋
・
卸
商
だ
。
も
し
あ

な
た
が
「
明
日
か
ら
書
店
を
開
け
」
と
い
わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
か
。
空
っ
ぽ
の
本
棚
を
前
に
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
売
れ
筋
の
本
を
い
ろ
い
ろ
置
き
た
い
が
、
版
元
を
一
軒
一
軒
回
っ
て
本
を
買
い
求
め
た
ら
た
い
へ
ん
な
手
間

が
か
か
る
。
代
金
の
や
り
と
り
も
一
苦
労
だ
し
、
第
一
そ
ん
な
作
業
を
毎
日
や
っ
て
い
た
ら
、
店
頭
に
立
つ
こ
と
す

ら
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
取
次
が
、
書
店
と
版
元
の
仲
立
ち
を
す
る
わ
け
だ
。
現
在
の
出
版
流
通
に
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
点
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
物
で
あ
る
本
」
の
流
通
に
は
、
取
次
が
欠
か
せ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
配
本
に
は
、
委
託
配
本
制
と
注
文
買
切
制
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
委
託
配
本
制
は
、
一
定
期
間
本
を

書
店
に
並
べ
、
売
れ
な
け
れ
ば
返
本
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
。
多
く
の
出
版
社
は
委
託
配
本
制
を
と
っ
て
い
て
、

こ
の
方
法
だ
と
多
く
の
書
店
に
配
本
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
が
、
返
本
率
が
高
く
な
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。
現
在
、

返
本
率
は
四
〇
％
く
ら
い
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
は
も
っ
と
あ
り
そ
う
だ
。

　

岩
波
書
店
は
基
本
的
に
委
託
配
本
を
せ
ず
注
文
買
切
制
を
取
っ
て
い
る
。
発
行
部
数
を
決
め
る
際
は
、
取
次
経
由

の
発
注
と
、
書
店
経
由
の
発
注
の
双
方
を
勘
案
し
て
判
断
す
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
長
い
長
い
工
程
を
経
て
、
本
は
読
者
の
手
に
届
く
。
職
人
た
ち
の
手
間
と
、
こ
だ
わ
り
と
、
周
到
な
配

慮
に
支
え
ら
れ
た
『
吉
村
昭
歴
史
小
説
集
成
』
は
、
二
〇
一
〇
年
度
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル
で
、
日
本
書
籍
出
版
協

会
理
事
長
賞
（
事
典
・
全
集
部
門
）
を
受
賞
し
た
。
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さ
て
、
本
づ
く
り
の
旅
を
終
え
て
の
感
想
は
、「
職
人
は
と
に
か
く
物モ

ノ

を
見
る
」
と
い
う
こ
と
。
デ
ィ
ジ
タ
ル
技

術
は
二
進
法
の
世
界
＝
「
0
か
1
か
」
の
世
界
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
印
刷
も
、
基
本
的
に
は
無
限
の
階
調
を
ア

ミ
点
（「
白
・
黒
」
の
二
値
）
に
置
き
換
え
る
作
業
だ
。
つ
ま
り
印
刷
の
世
界
で
は
、
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
ア
ナ
ロ
グ

と
デ
ィ
ジ
タ
ル
の
差
が
な
い
の
で
あ
る
。
印
刷
技
術
と
は
、
連
続
す
る
微
妙
な
階
調
を
ど
こ
か
で
線
引
き
し
、
切
り

捨
て
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
職
人
た
ち
は
、
そ
ん
な
印
刷
の
限
界
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
徹
底
し
て
物
を

見
、
そ
れ
に
迫
ろ
う
と
し
た
。

　

か
つ
て
は
物モ

ノ

が
あ
り
、
そ
れ
を
人
間
の
目
で
、
身
体
で
確
認
で
き
、
共
有
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ジ
タ
ル
化
に

よ
っ
て
、
物
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
デ
ィ
ジ
タ
ル
世
代
の
人
間
は
、
デ

ー
タ
の
数
値
を
確
認
す
る
ば
か
り
で
、
物
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
事
象
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
デ
ー
タ
よ
り
、
無
限
の

階
調
と
多
様
性
を
も
つ
物
の
豊
か
さ
こ
そ
、
創
造
の
原
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

取
材
し
た
職
人
さ
ん
で
「
デ
ー
タ
通
り
」
な
ど
と
い
う
発
想
で
仕
事
を
し
て
い
る
方
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
す

ぐ
れ
た
職
人
は
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
を
使
い
は
し
て
も
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
に
使
わ
れ
な
い
。「
職
人
技
」
と
は
け
っ
し
て
気

む
ず
か
し
い
も
の
で
は
な
く
、
物
の
持
つ
無
限
の
豊
か
さ
へ
の
驚
き
と
畏
敬
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
組
版
ル
ー
ル

一
つ
に
し
て
も
、「
ル
ー
ル
の
た
め
の
ル
ー
ル
」
で
は
な
く
、
具
体
的
な
物
づ
く
り
に
培
わ
れ
た
智
慧
な
の
だ
。



＊ 

以
下
、
第
三
章
よ
り
第
五
章
、
参
考
文
献
、
参
考
資
料
等
は

書
籍
版
で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。
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