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解像度による写真の違い（書籍用紙）

72 ppi
Web用（低容量）

150 ppi
Web/家庭用プリンタ用

350 ppi
印刷用（高画質）

＊この冊子は紙見本にもなるように、
　1枚ごとに紙質を変えています。



●ファイル形式について

テキストファイル
文字情報だけのデータ。汎用度が高いが、体裁や
構造などは記述できない。

バイナリファイル
WORD、一太郎など、特定のソフトで作られた
ファイル。体裁が記述できるが、そのソフトでな
いと読み込めない。RTF等に変換して、取り込む。

RTFファイル
テキストファイルとバイナリファイルの中間的性
格を持つ。扱いが難しいが、コンピュータに詳し
い方にはおすすめ。

タグファイル
テキストファイルに体裁情報等を組み込んだも
の。TeX、HTMLなど。

PDFファイル
体裁がそのまま出力されるファイル。体裁確認に
はよいが、文字データとして使用する場合は文字
化けを起こしやすいので向かない。カメラレディ
用の原稿として代替される例が増えてきている。

　ファイル入稿の種類について
ファイルを入稿されるには、媒体面、ソフト面でさまざまな形式があります。それについて一部紹介します。

　フォント例（一例）

 和文フォント
●リュウミン R-KL

印刷を通じた学術文化への貢献
●リュウミン H-KL

印刷を通じた学術文化への貢献
●中ゴシックBBB

印刷を通じた学術文化への貢献
●新丸ゴシック

印刷を通じた学術文化への貢献
●正楷書CB1

印刷を通じた学術文化への貢献
●隷書101

印刷を通じた学術文化への貢献
●勘亭流

印刷を通じた学術文化への貢献
●角新行書

印刷を通じた学術文化への貢献

 欧文フォント
●Bookman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

●Century

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

●Helvetica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

●Times New Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

●Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

基本的には、データ基本的には、データ
をを利用できます。

●媒体について
電子媒体とは…
フロッピー
CD-R
MO
各種メモリ
メール

基本的には、当社で基本的には、当社で
オペレータによる入オペレータによる入
力を力を行います。

紙媒体とは…
プリントアウト原稿
コピー原稿
手書き原稿

文字データ作成について　入力についての
基礎知識　　
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 よくあるご質問　Q&A

印刷するときの文字の大きさの単位として使われるのが、ポイントです。ポイントは欧米で使われていたヤー
ドポンド体系に基づく単位で、1/72インチに相当します。日本では1ポイント＝0.3514mmがJIS規格となっ
ています。本文 9ポイントというのがよく使われます。
これ以外に「号」や「級」という単位が使われることがあります。号は尺貫法に基づく単位であり、活版時代
によく使われました。現在ではほとんど使われません。わずかにワープロの文字標準が 10.5 ポイントと中途
半端な値であるところに痕跡を残しています。これは「５号」の近似値なのです。
「級」はメートル法に基づく単位で１級＝ 0.25mmです。日本で生まれた写真植字機でよく使われていました。
今でも商業印刷では広汎に使われています。

　「ポイント」と「級」と「号」の違いについて「ポイント」と「級」と「号」の違いについて

解像度による写真の違い（上質紙）

72 ppi
Web用（低容量）

150 ppi
Web/家庭用プリンタ用

350 ppi
印刷用（高画質）
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　デジタル画像用語について

デジタル画像について、一般的に使われている言葉を解説します。

線画
線と塗りつぶした面からできている。中間色とい
うのは存在しない。
（例）グラフなど。

階調画調画
いわゆる写真のこと。それぞれの点が濃い、薄い
という情報をもっている。原寸の場合、300dpi
グレースケール4ドット（程度）を1網点に対応。
1ドットごとに8ビット程度の階調情報をもつ
のでファイルは大きい。
（例）写真。
※なお、線画と階調画を間違えるととんでもない
ことになる。特に 1200dpi 階調画像はとて
つもなく大きいファイルとなる。

解像度
格子状の要素がどれくらい細かいかを表す単位。
写真－原寸でグレースケールの場合300dpi、
　　カラーの場合350dpi が基準
線画－原寸で600～ 1200dpi

h）dpi（dot per inch
1inch に何ドット打っているかということ。プ
リントアウト基準だが、次の ppi と同じ意味で使
われることもある。

ppi（pixel per inch）
1inch に何 pixel 表示できるかということ。画面
出力基準。通常、コンピュータの画面は1028
×768pixel ある。

lpi（line per inch）
1inch に網点がいくつあるかを数値化したもの。
印刷した時の精細度に比例する。

網点
1センチ四方の中に、いくつ点が集まっているか、
という基準。点の大きさを変化させることによっ
て、実像を表現する。数が多いほど、高解像にな
る。

デジカメの画素数
メガピクセルカメラは 1280pixel×960pixel 
=1228800画素。これでも、横4inch（10cm）
の写真仕上げにすると、1280/4 で =320ppi
で十分となる。大きな写真にしない限り、1000
万画素などそれほど極端な画素数は必要ない。

拡大と縮小の画素数
できあがりの画素から逆算。できあがり4inch 
300ppi 必要で、8inch の画像がある場合は、
150ppi でスキャンすればよい。逆に2inch の
画像しかなかったら、600ppi でスキャンする
必要がある。

画像規格
JPEG デジカメに多い。画像劣化が激しく印刷

には向かないと言われるがモノクロでは
十分。2値はない。

EPS 一番精密度が高いが、ファイルが大きい。
TIFF 汎用性が高く、MACで有名。

デジタル画像作成　写真、線画（図形）
についての基礎知識

4



 よくあるご質問　FAQ

グラデーションスケール

解像度による写真の違い（マットコート紙）

72 ppi
Web用（低容量）

150 ppi
Web/家庭用プリンタ用

350 ppi
印刷用（高画質）
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　校正とは？
　校正とは、原稿と印刷物を見比べて文字などに間違いがないかをチェックする作業です。ただし、この校
正期間によって、本の発刊が左右されかねません。「早く、綺麗に、正確に」が大切です。
　PDF校正については、PC環境を整えていただく必要はありますが、基本的にはどなたでも可能です。
詳しくは、一度ご相談下さい。

　校正に関する文言について
原稿整理
印刷用原稿に校正記号を朱入れしたり、掲載用図
版や画像データを指示すること。

赤入れ（赤字）
組版用原稿に、校正記号を赤色で指示すること。

素読
原稿との比較校正ではなく、全体を読むこと。

色校
本印刷の前に実際の過程を経て、実際の紙に印刷
して、画像の色調状態をチェックする校正のこと。

責任校了（責了）
校正の最終局面において、軽微な修正があるもの
の、今一度校正を出すほどのことでもない時、修
正後の確認を印刷所の責任に委ねて校了にするこ
と。

ゲラ
校正のこと。

ランニングタイトル
その論文タイトルを、短い語句でページの上部に
記載したもの。

ノンブル
ページ数のこと。丁数とも言う。フランス語。

かくしノンブル
カウントをするが、ページ数を表示しないこと。

校　正　校正の方法、修正データの
作成についての基礎知識

　校正記号①
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　校正記号②
以下は赤入れの一例です。地域や経験によって、校正記号の書き方は異なります。
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B
5
判
（
1
8
2
m
m
×
2
5
7
m
m
）
教
科
書
・
週
刊
誌
・
大
型
本

　
B
判
1
6
ど
り
（
B
1
で
3
2
ペ
ー
ジ
）

A
5
判
（
1
4
8
m
m
×
2
1
0
m
m
）
書
籍
・
雑
誌
等

　
A
判
1
6
ど
り
（
A
1
で
3
2
ペ
ー
ジ
）

B
4
判
（
2
5
7
m
m
×
3
6
2
m
m
）
グ
ラ
フ
雑
誌

　
B
判
8
ツ
ど
り
（
B
1
で
1
6
ペ
ー
ジ
）

A
4
判
（
2
1
0
m
m
×
2
9
7
m
m
）
楽
譜
・
図
集
等

　
A
判
8
ツ
ど
り
（
A
1
で
1
6
ペ
ー
ジ
）

国
際
判
（
8
.5
イ
ン
チ
×
1
1
イ
ン
チ
≒
2
1
5
.9
m
m
×
2
7
9
.4
m
m
）
タ
イ
プ
用
紙
の
大
き
さ
、
外
国
の
本
・
百
科
辞
典
等

　
A
判
ま
た
は
菊
判
で
8
ツ
ど
り
（
A
1
で
1
6
ペ
ー
ジ
）
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1

2

3

4
5

6
7
8

√̅√√ ：1＝1：
2
√̅√√

であるから、半分に切っても縦横比は変わらない。 √̅√√ ＝1.414 ．．．．

A0は 1：√̅√√ で1m
2
になるように定めた。 1.189mm×841mm＝1m

2

B0は A0の 1.5 倍の面積として定めた。 1.456mm×1.030mm＝1.5m
2

A
6
判
（
1
0
5
m
m
×
1
4
8
m
m
）
文
庫
本

　
A
判
3
2
ど
り
（
A
1
で
6
4
ペ
ー
ジ
）

B
6
判
（
1
2
8
m
m
×
1
8
2
m
m
）
小
説
等
の
単
行
本

　
B
判
3
2
ど
り
（
B
1
で
6
4
ペ
ー
ジ
）

B
7
判
（
9
1
m
m
×
1
2
8
m
m
）
手
帳
等

　
B
判
6
4
ど
り
（
B
1
で
1
2
8
ペ
ー
ジ
）

A
7
判
（
7
4
m
m
×
1
0
5
m
m
）
手
帳
等

　
A
判
6
4
ど
り
（
A
1
で
1
2
8
ペ
ー
ジ
）
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　印刷の種類について

活版印刷活版印刷 ‥‥‥‥‥‥活字を使った凸版による印刷技法。現在ではほとんど使われない。

オフセット印刷オフセット印刷 ‥‥‥版と紙が直接、接触しない印刷のことで、現在では平版印刷とほぼ同義に使われて
いる。活版などと違い、きれいに作った一枚の版下を写真製版することで印刷する。
写真印刷に強く、現在の主流。

オンデマンド印刷オンデマンド印刷‥‥コピー機の原理を使った印刷方法。急速に伸びている。

　紙の厚さについて

専用のスケールで測っても誤差を生じやすいため、実際は厚さではなく1000枚まとめたときの総重量で
言い表す。ただし、同じ厚みでも紙の規格が違うと、kg表示が異なるので、要注意。

紙の厚さ

紙の規格 kg表示 上質 アート 色上質 用途

四六判 45kg 0.07mm 色上特薄口（0.07mm） 辞書など

四六判 55kg 0.08mm 色上薄口（0.08mm） 本文用

四六判 70kg 0.10mm 0.08mm 色上中厚口（0.10mm） 本文用

四六判 90kg 0.13mm 0.09mm 色上厚口（0.12mm） 中扉など

四六判 110kg 0.16mm 0.10mm 色上特厚口（0.16mm） 写真ページ

四六判 135kg 0.18mm 0.13mm 色上最厚口（0.19mm） 表紙

連量換算表

四六判 菊判 Ａ判 Ｂ判 米坪

45.0kg 31.0kg 28.5kg 43.5kg 52.3g/㎡

55.0kg 38.0kg 35.0kg 53.0kg 64.0g/㎡

70.0kg 48.5kg 44.5kg 67.5kg 81.4g/㎡

90.0kg 62.5kg 57.5kg 87.0kg 104.7g/㎡

110.0kg 76.5kg 70.5kg 127.9g/㎡

135.0kg 93.5kg 86.5kg 157.0g/㎡

同じ厚みでも判型によって kg表示（連量）が異なります。

印　刷　印刷方法についての
基礎知識　　　　
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　紙の種類について

上質紙
表面加工をしていない白色度の高い一般的な紙。
（当ハンドブックの5ページ～6ページに使用）

中質紙
上質紙と比べると白色度や強度が劣る紙。現在で
はほとんど使われない。

書籍用紙
上質紙をクリーム色にして文字を読みやすくした
紙。
（当ハンドブックの3ページ～4ページに使用）

コート紙
上質紙の表面にコート材を塗布して光沢を出し滑
らかにした紙。鮮やかな色再現ができる。

マットコート紙
コート紙の光沢を抑えた紙。コート紙よりもしっ
とりとした感触。
（当ハンドブックの7ページ～8ページに使用）

アート紙
コート紙よりもコート材の塗布量を多くした紙。
（当ハンドブックの1ページ～2ページに使用）

マットアート紙
アート紙の光沢を抑えた紙。マットコート紙より
も表面は滑らか。

再生紙
原料のパルプに古紙パルプを配合した紙。通常の
紙よりも白色度は落ちる。

サイズ早見表（単位ミリ）

Ａ本判 625×880 国際判（レター） 216×280

Ｂ本判 765×1085 リーガル 216×356

菊全判 636×939 新書版 103×182

四六全判 788×1091 菊判 152×218

Ａ1 594×841 四六版 127×188

Ａ2 420×594 三五判  84×148

Ａ3 297×420 官製はがき 100×148

Ａ4 210×297 ハトロン判 900×1200

Ａ5 148×210 地券判 591×758

Ａ6 105×148 角0封筒 287×382

Ｂ1 728×1030 角1封筒 270×382

Ｂ2 515×728 角2封筒 240×332

Ｂ3 364×515 角3封筒 216×272

Ｂ4 257×364 長3封筒 120×235

Ｂ5 182×257 長4封筒  90×205

Ｂ6 128×182 洋2封筒 114×162

Ｂ7 91×128
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　製本の基礎知識
製本とは、印刷が終わった用紙（刷本）を順序に従ってまとめ、接着剤・針金・糸・リング等で綴じて本に
仕上げることです。
製本の種類には、中

なかとじ

綴・平
ひらとじ

綴・網
あ

代
じろ

綴
とじ

・かがり綴
とじ

（糸
いとかが

綴り）・無線綴・並
なみせいほん

製本・上
じょう

製
せい

本
ほん

などがある。

●上製本について いわゆるハードカバーのことです。本の強度を高め、頻度の高い使用、長期間の保存に
適するように製本します。最近ではすくなくなりましたが、やはり本は上製でありたい
ものです。また、上製本をさらに函

はこ

にいれたものを 『函
はこ

入
い

り』 といいます。

製　本　製本方法についての
基礎知識　　　　
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解像度による写真の違い（アート紙）

72 ppi
Web用（低容量）

150 ppi
Web/家庭用プリンタ用

350 ppi
印刷用（高画質）

カラー写真の校正要領
Before

After


