
2011-10-22 16:50–17:40東大生研／2011-10-23改訂

pTEXのこれまでとこれから

奥村晴彦 三重大学教育学部教授（情報教育）
三重大学大学院地域イノベーション学研究科教授
三重大学高等教育創造開発センター教授
三重大学総合情報処理センター教授
三重大学学長補佐（情報担当）・CIO補佐





美文書20周年！

1991 1994 1997 2000 2004 2007 2010





TEX人気の
わ け
理由

• オープンソース
• プログラマブル（マクロ言語）
• テキストベース（他のツールと組み合わせてい
ろいろ自動化）

• 美しい組版





（1986）



（1987）







1987年　ASCII日本語TEX



日本語MicroTEX
本体98,000円
プリンタドライバ34,000円



1990年 pTEX
写研ドライバpTEXsT（東京書籍印刷）



C言語による最新
アルゴリズム事典
（1991）



　2003年



LATEX
美文書作成入門
（1991）



min10等は日本語の約物が見苦しかった

『……アルゴリズム事典』は欧文の約物に統一

高さを合わせるため和文を少し平体に



1993年　JIS X 4051「日本語文書の行組版方法」



LATEX入門
美文書作成のポイント
（1994）



1995年

• pTEX 3.0，pLATEX 2ε（中野賢さん）
• JIS X 4051「日本語文書の行組版方法」改訂
• pTEX用JIS準拠フォントメトリック
（小林肇さん）



LATEX 2ε
美文書作成入門
（1997）



2000年　新ドキュメントクラス（jsarticle等）



　1997年　JIS漢字字典



［改訂版］
LATEX 2ε
美文書作成入門
（2000）ヒラギノ + txfonts



dvipdfm日本語版（平田俊作さん）

dvipdfmx（Jin-Hwan Choさん）

utf/otfパッケージ（齋藤修三郎さん）



ヒラギノを買ったら
Macが付いてきた



［改訂第3版］
LATEX 2ε
美文書作成入門
（2004）ヒラギノ + Palatino



pTEXがUTF-8に対応（土村展之さん）
すべてをUTF-8で統一し，Subversionで原稿管理



［改訂第4版］
LATEX 2ε
美文書作成入門
（2007）



2008年　ε-pTEX（e-pTeX）
2010年　TEX Live 2010に入る



［改訂第5版］
LATEX 2ε
美文書作成入門
（2010）



美文書第5版で変わったこと

• 黒木裕介さん参画
• 本文ブラ下ゲ組（実験）
• 2004字形（ヒラギノProN）
• WinShell→TeXworks
• 阿部紀行さんの「TeXインストーラ3」採用
• W32TeX＋TeX Live 2009＋ptexlive
• ε-pTEX，upTEX



美文書第6版（2013）



美文書第6版（2013）

•索引がまともになる！
黒木さんに期待 ^^;



美文書第6版（2013）

•索引がまともになる！
黒木さんに期待 ^^;

• LuaTEX？ X ETEX？



新ドキュメントクラス

\documentclass{jsarticle}
\begin{document}
…
\end{document}

JIS X 4051準拠フォントメトリックが選ばれ，
和文に適した組み方になる



JIS X 4051準拠フォントメトリック

昔のmin10フォントメトリック

「ちょっと」，“チェック”．
JIS X 4051に準拠したjisフォントメトリック

「ちょっと」，“チェック”．



行長・インデント量はともに全角の整数倍に
（Wordでも同じ）

� -20.5zw
あいうえおかきくけこさしすせそたちつて

となにぬねのはひふへほまみむめもやゆよら
りるれろわをんがぎぐげござじずぜぞ

揃わなくなる

。



10ptの欧文に合わせる和文の大きさ？

銀は Ag
\kanjiskip
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\xkanjiskip
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jsarticleのほうが若干小さい（13.527Q→13Q）



和文の行間は欧文より広く

書籍 book
article < jarticle < jsarticle



段落の頭の引用符の扱い

jarticle

「ほげ」という
jsarticle

「ほげ」という



「どうです。すこしたべてごらん
なさい」鳥捕りは、それを二つにち
ぎってわたしました。ジョバンニは、
ちょっとたべてみて、
（なんだ、やっぱりこいつはお菓

子だ。チョコレートよりも、もっと
おいしいけれども、こんな雁が飛ん

「どうです。すこしたべてごらん
なさい」鳥捕りは、それを二つにち
ぎってわたしました。ジョバンニ
は、ちょっとたべてみて、
（なんだ、やっぱりこいつはお菓
子だ。チョコレートよりも、もっと
おいしいけれども、こんな雁が飛ん



ペナルティの改良

ちょっと“スマート”
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まだまだ残るペナルティの問題
例：「～」は行頭禁則？



JIS X 4051



CHARTYPE Width Examples
0 1zw かなカナ漢字
1 0.5zw 「《 “
2 0.5zw 、，」》”
3 0.5zw ・：；
4 0.5zw 。．
5 1zw ̶…
6 1zw ？！



0 1 2 3 4 5 6

0 ½½ ¼¼

1 ¼¼

2 ½½ ½½ ¼¼ ½½ ½½

3 ¼¼ ¼¼ ¼¼ ½¼ ¼¼ ¼¼ ¼¼

4 ½0 ½0 ¾¼ ½0 ½0

5 ½½ ¼¼ 0
(kern)

6 ½½ ½½ ¼¼



句読点

、 →、 。 →。
翼よ、羽撃け。



引用符

「 →「 」 →」
愛は「哀」だ。



記号類

世界：天・地
――
……



約物の並び

×愛は、「哀」。
○愛は、「哀」。







文字コード

今は自動判断（やや遅い？）

オプション -kanji=utf8等で指定できる

Unix系（Macも）はUTF-8推奨

Windowsは？



表外字の問題

Unicodeを使えば（ほとんど）解決

UTF-8で書いておき，ツールで \UTF{xxxx}に
変換する



最終産物がPDFになった

もはやdviは必須ではない

画像はEPSである必要がない。PDF・JPEG・
PNGでよい。

自動再読込・SyncTeX対応ビューア？

フォントは埋め込む？



フォント埋め込みの問題

昔から欧文フォントはすべて埋め込んでいた

和文フォントはフリーなものがなかったので名前
参照だけ

• Ryumin-Light
• GothicBBB-Medium

埋め込まなくて大丈夫？



大丈夫だ，問題ない。

むしろ各著者が別のフォントを埋め込んだら大変！



和文フォントを埋め込まないと…
JIS2004前後で字形が変わる
78JIS→83JISの悪夢の再来

U+8FBB 辻\CID{3056}辻\CID{8267}

U+845B 葛\CID{1481}葛\CID{7652}

U+7947 祇\CID{1626}祇\CID{7659}



otf.styを使って組み，
フォントを埋め込む

\documentclass{jsarticle}
\usepackage{otf}
\begin{document}
\CID{7652}飾区と\CID{1481}城市
\end{document}

葛飾区と葛城市



フォントによっては，埋め込まないと
レイアウトがガタガタに（非TEX）

“



情報処理学会全国大会2010

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/72kai/paper_require.html



情報処理学会全国大会2011

３．PDF作成オプションについて
投稿されたPDFファイルは，Windowsおよび
Macintosh対応のDVD-ROMに掲載されますの
で，必ずフォントの埋め込みがされたPDFを作
成願います．（作成時はジョブオプションを高品
質またはプレス品質を選択してください．）．

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/73kai/paper_require.html



今のTEX

• 最終産物はPDF
• 画像はPDF，PNG，JPEGで取り込む
• 和文も多書体にできる
• フォントはすべて埋め込み

和文フォントを埋め込んでも，たかだか数百Kバ
イトの違い



埋め込むとライセンス違反？ 文科省もやってるし。



“ Mac OS Xのヒラギノフォントは商用利用可能です。

私は、このヒラギノフォントの商用利用に関しては、Mac OS Xが新
しく発売されるたびに、アップルの製品担当者に対して確認を行って
います。

現在のMac OS X Leopardに関しても、Mac OS X Leopard Worldプ
レミアにおいて、Appleのプロダクトマーケティング課長櫻場浩氏に
同じ事を質問し、「フォント自体を配布したり転売したりといった行為
は禁止だが、Mac OS Xに含まれるフォントを商用利用することは可
能で、許可申請する必要もない。」と回答を得ていて「どんどん使って
下さい。一部は商用で使えないOSなんて、仕事で使えるOSとは呼べ
ませんから」と話してました。”

http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=665
このページは大日本スクリーンでヒラギノのプロデュースをされている三橋洋一さん @ymihashiに Twitterで教えていただいた



心配なら IPAフォントを使おう

IPAexフォント同梱，
Windowsで埋め込み
設定済み



dvipdfmxのmapファイル（cid-x.map等）

rml H !Ryumin-Light
gbm H !GothicBBB-Medium

↓

rml H ipam.ttf または ipaexm.ttf
gbm H ipag.ttf または ipaexg.ttf

フォントは $TEXMF/fonts/truetypeに



美しい日本の書体

上から順にヒラギノ明朝 ProN W3，IPA明朝，MS明朝



dviからPDFへの道

• 海外ではε-拡張されたpdfTEXが普通
• 日本ではε-pTEX＋dvipdfmx
• 画像はPDF・PNG・JPEGで用意する（コンパ
イルのたびにGhostscriptが走らないので高速
かつエラーフリー）



PDFプレビュー

更新時に再読み込みするビューア：

• プレビュー（Mac OS X付属）
• Sumatra PDF，Evince，…

PDFプレビュー統合環境：

• TeXShop（Mac）
• TeXworks（Windows・Mac・Linux）

TeXworksは和文埋め込み必須



\usepackage[expert]{otf}

売り買い
り
買
い 「売り買い」は？



“ヒラギノのデフォルトの仮名は「縦書き用のか
な」ではありません。これらは縦横両用のデフォ
ルトの仮名としてデザインされています。つま
り、これらが縦の場合も横の場合もデフォルト
で出るのが書体設計者＆実装者の意図です。ヒラ
ギノの横書き専用の仮名は、標準仮名とは大きく
デザインの傾向が変わっており、主にプロフェッ
ショナルが明確な意図を持って使用するように作
られています。”

木田





otfパッケージで多書体

\mdseries \bfseries \ebseries
\mcfamily 美しい印刷 美しい印刷
\gtfamily 美しい印刷 美しい印刷 美しい印刷
\mgfamily 美しい印刷



図の扱い方

\documentclass{jsarticle}
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}
\begin{document}
\includegraphics[width=5cm]{hoge.pdf}
\end{document}

PDFのサイズはdvipdfmxのextractbbが*.xbb
ファイルに書き出す



LATEXで数式を重ね書き

PSfragの代用overpic.sty

\includegraphics[...]{hoge.pdf}

↓
\begin{overpic}[grid,tics=5,...]{hoge.pdf}
\end{overpic}
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\begin{overpic}[grid,tics=5,...]{hoge.pdf}
\end{overpic}

↓
\begin{overpic}[grid,tics=5,...]{hoge.pdf}

\put(62,53){$f(x) = ...$}
\put(36,20){\colorbox{white}{$F(x) = ...$}}

\end{overpic}

pTEXだから yラベル縦書きもできる
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f (x) =
1√
2π

e−x2/2

F(x) =
∫ x

−∞
f (t)dt



\begin{overpic}[grid,tics=5,...]{hoge.pdf}
\put(62,53){$f(x) = ...$}
\put(36,20){\colorbox{white}{$F(x) = ...$}}

\end{overpic}

↓

\begin{overpic}[...]{hoge.pdf}
\put(62,53){$f(x) = ...$}
\put(36,20){\colorbox{white}{$F(x) = ...$}}

\end{overpic}
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TikZ and PGF（日本語：要ε-pTEX）

\documentclass{jsarticle}
\def\pgfsysdriver{pgfsys-dvipdfmx.def}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\draw[thick,rounded corners=8pt]

(0,0)--(0,2)--(1,3.25)--(2,2)--
(2,0)--(0,2)--(2,2)--(0,0)--(2,0);

\end{tikzpicture}
\end{document}





PDFの余分な領域を切り捨てる

• \includegraphics[bb=...]でバウンディン
グボックスを指定

• Macの「プレビュー」で範囲選択，ツール→切
り取り（⌘ K）

• pdfcrop --clip in.pdf out.pdf





RでTikZデバイスにグラフを描く

library(tikzDevice)
tikz("dnorm4.tex", width=5, height=4)
x = seq(-3.5, 1.5, by=0.1)
y = dnorm(x)
par(las=1, mgp=c(2,0.8,0))
plot(NULL, xlim=c(-3.5,3.5), ylim=c(0,0.4),

xlab="", ylab="")
polygon(c(x,rev(x)), c(rep(0,51),rev(y)),

col="gray")
curve(dnorm, lwd=2, add=T)
dev.off()



できたdnorm4.tex（298行）の中身

% Created by tikzDevice version 0.6.1 ...
% !TEX encoding = UTF-8 Unicode
\begin{tikzpicture}[x=1pt,y=1pt]
...
\end{tikzpicture}

ここでこっそり -3，-2，-1を
$-3$，$-2$，$-1$に直す



\documentclass{jsarticle}
\def\pgfsysdriver{pgfsys-dvipdfmx.def}
\usepackage{tikz}
\usepackage[sc]{mathpazo} % 欧文をPalatinoに
\begin{document}
\title{tikzDeviceのテスト}
\author{奥村晴彦}
\maketitle
\begin{center}

\input{dnorm4.tex}
\end{center}
\end{document}



tikzDeviceのテスト

奥村晴彦

2011年 10月 8日
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授業でLATEXを教えるべきか



文書の構造化を教えるのはよいが
バッドノウハウの教育は不要



授業でWordを教えるべきか



下手にWordを教えることによって
デザインセンスを駄目にしていないか



TEXでの自動処理



三重大学のシラバス

Web入力
　→ MySQL
　　→ Rubyスクリプト
　　　→ pLATEX
　　　　→ dvipdfmx
　　　　　→ PDF
　　　　　　→印刷所
　　　　　　　→冊子体シラバス



オーム社開発部におけるTEXの利用

オーム社開発部における TEXの利用

森田尚・鹿野桂一郎・高尾智絵（オーム社 開発部）
hmorita@ohmsha.co.jp, kshikano@ohmsha.co.jp, ctakao@ohmsha.co.jp

http://www.ohmsha.co.jp/

2010-10-23

概要
当編集部で企画編集し、TEX（LATEX）を利用して組版された出版物をご紹介します（展示物参照）。TEX導入以前

は、組み直しが大変なので、内容上・レイアウト上の試行錯誤が十分にできないという問題がありました。TEXを導
入した結果、原稿が組版された状態で何度も書き直せるようになり、著者の実力を発揮してもらいやすくなりました。

ワークフロー
現在では、執筆から編集制作までを次のようなワークフローで行っています。

1. 原稿一式をサーバ上のバージョン管理システムに登録しておく
2. 著者や関係者が、メーリングリストなどで議論をしつつ、原稿を編集する
3. 原稿が更新されるとサーバがそれを検知して、自動的に組版し、所定の場所に PDFをアップロードする（XML

形式やWiki記法で記述された原稿は、前処理スクリプトが TEXに変換する）
4. 著者陣は PDFをプレビューして原稿をさらに編集する（2へ戻って繰り返す）

著者の
TEX原稿

XML,

XHTML

その他

TEX PDF
xml2tex,

IdeoType

プリ
プロセッサ

platex +

dvipdfmx

利用している主な技術
• pLATEX2e、DVIPDFMx、jsbook.cls（12.5Qオプションを追加）、その他マクロパッケージ多数
• xml2tex.scm、IdeoType（プリプロセッサ）
• その他：Subversion、Git、Darcs（バージョン管理）、Trac（プロジェクト管理）、Hudson（自動ビルド）、
Debian GNU/Linux（開発・運用全般のプラットフォーム）、Adobe Acrobat（PDF/X-1aへの変換）

制作基盤は過半がオープンソースソフトウェアで構成されています。開発者・メンテナの方々に感謝します。

今後
今後も引き続き、本文記述・スタイル定義・ビルド環境整備などさまざまな面で、TEXを利用する際のベストプラ

クティスを模索し、学んでいきたいと考えています。





OnDeck実証実験

世界初！EPUBから自動組版で出版レ
ベルのPDFを作成する

text：編集部
2011年 6月 7日

電子雑誌から紙の雑誌を作ることはできるか？ それも自動的に作ることはできるか？ このテーマ
は創刊時から追求していたものだが、今号でやっと実現することができた。今回は、どのような手
法で作成したかを紹介する。

キーワードは「TeX」

OnDeckの PDF版は、これまでAdobe Digital

Editionsを利用して作成してきた。EPUBの雰
囲気を残せるのはメリットだが、ページを画像
で表現しているため、ファイルサイズがどうし
ても大きくなっていたのがデメリットだった。

InDesignなどのDTPソフトで再編集すれば、
きれいな PDF版は作れるが工数が余分にかか
ってしまう。なによりも人手をかけて再編集す
るという行為は、電子雑誌にチャレンジする立
場からすると負けた気分になるのがいやだった
というのが本音だ。
これを解決する方法として選択したのが、

自動組版ソフトの「TeX」。TeXはWindowsや
Mac、UNIXなどさまざまな環境で利用できる
フリーの組版ソフトで、商用印刷にも使える

高度な組版を実現できるのが特長だ。特に数式
の表現が得意であることから、大学などの学術
機関を中心に普及している。インプレス設立の
1992年に作られた最初の書籍「MS-DOS5メモ
リ活用パワーブック」は、この TeXを使って
組版しており、実績のある技術だ。この「枯れ
た」技術により、EPUBが印刷可能な PDFに生
まれ変わった。

自動生成の仕組み

TeXで組版を行うには、まず、文章の構造を
指定する命令を書き込んだテキストファイル
（TeXファイル）を用意する。次に、この TeX

ファイルと、別途用意した組版用の TeXスタイ
ルファイルを使って、DVI形式のファイルが出
力される。このDVIファイルには、紙面のど
の位置にどの文字を配置するといった情報が書
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最終産物はPDFでいいのか？
EPUBに取って変わられないか？



“僕は、ひとつの最終目標として、日本の書籍を全
部電子化すると言っています。けれど、実はその
フォーマットは間違いなくＰＤＦだと思っていま
す。確かに、交換フォーマットに興味を持って
ずっと関わってきたけれど、日本の書籍は圧倒的
にＰＤＦですよ。なぜなら、日本の出版物は世界
で最も高度にレイアウトされているからです。リ
フローで読めるのは文字主体の本で、それは文芸
書というごく狭い範囲でしかないのです。”

植村八潮 OnDeck weekly 2011-08-18






