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リリアン・フロジェ／日本写真史研究家

Lilian Froger

　2010年代に入ると、ポートレイトやランドスケープなどの主
要ジャンルの刷新に挑戦する若手写真家の間にモノクロ写
真への回帰が起こった。主題の選び方や制作過程など、欧
米のコンセプチュアルアーティストが行ってきた、モノクロ写真
とそれを写真集に落とし込むことで生まれるさまざまな可能性
を模索する動きも、日本の作家たちの間にも広く見られる。
　近年のウェブ上の画像共有サイトのすさまじい発展により、
写真表現のあり方は国際的に進化、変容しながら拡散して
いったが、むしろ日本人と西洋人の表現の違いが写真集に鮮
明に現れるようになった。主題やプロセスに変わりはなくても、
日本の写真集は、西洋のものには見ることのないある種の
「暗さ」を湛えている。余白をほぼ排除して黒いインクの占める
空間を広くとるのが日本的特徴であり、主題が判別できなくな
るほど強いコントラストを使っているものが多い。その表現の
要は、場面や風景の描写ではなく、暗く沈んだイメージが織り
成すある種のムードや鮮烈な感覚にある。

  『ELEMENT』 下平竜矢   （ Field、2012年） 

下平が、日本の土着的な伝統や文化を題材に
撮影を続ける中で見つけた、私たちの身の回り
に存在する地球を構成する「要素」たち。動物や
植物、鉱物などあらゆる要素を切り取ることで、生
命そのものをとらえようと試みた。「日常にあるも
のに詩的で繊細なまなざしを送る彼の作品は、人
間の根源的な感覚を揺さぶる力を携えている」。

自然を切り口に欲望や現代社会をテーマに掲げる山本が、熊野の原生林に踏み入れ、ケーブ
ルレリーズを用いてセルフシャッターで撮影した森とのセルフポートレイト。「パフォーマンスを記
録するアプローチは、1960年代の日本の現代美術によく見られた傾向だが、森と一体化する
という、震災を機に自然と人間の関係性を再認識させるテーマ選びが秀逸」。

  『Drawing a Line』 山本 渉   （MCV MCV、2012年） ロンドンの出版社Oodeeが女性の視点をテーマに、世界主要都市の女性フォトグラファー5
名の作品集を出版するプロジェクトシリーズの1冊。沈みゆく太陽に、儚い命や死を重ね合わ
せながら、闇に近付くにつれ消えていく自身の存在の記録としてとらえた。「フェンス越しや木
陰からの視点で風景を撮影することで、外界と内界という2つの世界がパラレルに存在して
いるような錯覚に陥る」。

  『Before Sunset Comes』
 福山えみ   （Oodee、2012年） 

  『Hello』 北川浩司 
 （私家版、2014年） 

昨年UNSEEN Dummy Awardにもノミネートされた1冊は、反復する子犬の写真がコピーの濃淡
によって次第にズレが生じていく過程と、後半には、音声を視覚化したデジタルグラフィックが音の
大小で変化する様子が収録されている。「オリジナルからだんだんかけ離れていくプロセスを記録す
ることで、メディア本来の信憑性や利便性について改めて考えさせられる」。 

  『The Country of the Rising Sun』 大谷臣史   （ Lecturis、2013年） 

レイアウト時に写真の倍率を恣意的に変えたり、本の天地や余白を無視した配置に
よって、それぞれのイメージの再構成と再解釈を試みたユニークな作品集。「伝統的
な本の体裁から解放されることで、写真の見え方に新しい視点を与え、まるで写真集
自体が展示会場かのようなユニークな空間性を帯びている」。
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植
田
正
治
は
何
年
も
の
間
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
最
も
愛
さ
れ
る
日
本
人
写

真
家
の
一
人
だ
っ
た
。
ア
ル
ル
国
際

写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
二
度
、

そ
し
て
ケ
ル
ン
の
フ
ォ
ト
キ
ナ
で
も

作
品
を
展
示
し
、
死
後
に
は
ロ
ー
ザ

ン
ヌ
の
エ
リ
ゼ
写
真
美
術
館
が
企

画
し
た
大
規
模
な
回
顧
展
が
ス
ペ
イ

ン
と
フ
ラ
ン
ス
を
巡
回
し
た
。
近
年

知
名
度
が
薄
れ
て
き
て
い
る
感
が
あ

る
が
、
ス
モ
ー
ル
プ
レ
ス
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
のC

hose C
om

m
une

が
発
表

す
る
新
し
い
作
品
集
は
、
植
田
を
新

し
い
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
引
き
合
わ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
作
品
に
対
し
て

新
鮮
な
観
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

　

1
9
1
3
年
3
月
27
日
に
現
在
の

鳥
取
県
境
港
市
で
生
ま
れ
た
植
田
は
、

こ
の
遠
隔
の
地
に
深
い
愛
着
を
持
ち

続
け
、
生
涯
を
通
し
て
生
活
と
活
動

の
拠
点
と
し
た
。
1
9
3
2
年
に
東

京
に
赴
き
オ
リ
エ
ン
タ
ル
写
真
学
校

で
学
ん
だ
の
ち
故
郷
に
戻
り
、
写
真

ス
タ
ジ
オ
を
開
業
し
た
。
よ
り
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
作
品
は
、
こ
の
ス
タ
ジ

オ
の
運
営
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
制

作
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

当
時
、
日
本
に
お
け
る
写
真
は
、
絵

画
主
義
か
ら
写
真
表
現
の
新
た
な
前

衛
へ
と
移
行
し
て
い
る
時
期
に
あ
っ

た
。
彼
の
初
期
作
品
は
、
絵
画
と
の

つ
な
が
り
が
強
く
、
絵
画
主
義
の
影

響
が
強
く
見
ら
れ
る
―
―
実
際
、
植

田
も
過
去
に
画
家
に
な
る
こ
と
を
夢

見
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し『The S

tudio

』誌
の
特
別
号「
モ

ダ
ン
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
」（
1
9
3
1

年
）
を
通
し
て
、
マ
ン
・
レ
イ
や
ア

ン
ド
レ
・
ケ
ル
テ
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
前
衛
作
家
の
作
品
に
出
会
っ
て

か
ら
は
、
彼
ら
の
実
験
精
神
に
惹
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
頃
に
、
活
動
を
通
し
て
中
心

的
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
な
る
も
の
に

行
き
当
た
っ
て
い
る
。『
カ
メ
ラ
』
誌

向
け
に
、
鳥
取
砂
丘
で
ひ
と
つ
の
シ

リ
ー
ズ
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
。
そ
し

て
砂
丘
は
植
田
が
最
も
好
む
写
真
の

遊
び
場
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
く
。

　

実
際
、
砂
丘
を
個
人
的
な
活
動
の

ス
タ
ジ
オ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
彼
は
、「
砂
丘
は
巨
大
な

ホ
リ
ゾ
ン
ト
だ
。
ど
こ
を
ど
う
撮
っ

て
も
写
真
に
な
る
」
と
話
し
て
い
る
。

砂
丘
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
背
景
と
し

て
、
自
分
の
周
り
の
人
（
し
ば
し
ば

友
人
や
家
族
な
ど
）
や
シ
ン
プ
ル
な

も
の
（
傘
、
ボ
ー
ラ
ー
ハ
ッ
ト
な
ど
）

を
用
い
て
、
空
間
を
巧
み
に
操
り
鑑

賞
者
の
遠
近
感
を
翻
ら
せ
る
よ
う
な
、

ミ
ニ
マ
ル
で
あ
り
な
が
ら
人
目
を
引

く
構
図
の
作
品
を
制
作
し
て
い
っ
た
。

砂
丘
は
そ
の
後
の
活
動
を
通
し
て
使

わ
れ
続
け
、
彼
の
写
真
の
ト
レ
ー
ド

マ
ー
ク
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
確
か
に
印

象
的
だ
が
、
そ
の
活
動
を
よ
り
広
い

観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
は
る
か
に
多

様
性
に
満
ち
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
数
々

が
現
れ
て
く
る
。Chose Com

m
une

の
作
品
集
『S

hōji U
eda

』
は
、
植

田
の
活
動
の
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
側
面
に
脚
光
を
当
て
る
た
め
に
、

砂
丘
の
写
真
を
（
1
枚
を
残
し
て
）

す
べ
て
放
棄
す
る
と
い
う
大
胆
な
決

断
を
し
て
い
る
。
数
十
年
の
間
に
撮

影
さ
れ
た
白
黒
写
真
が
主
要
な
構
成

要
素
と
な
っ
て
お
り
、
砂
丘
の
写
真

と
は
違
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
被

写
体
が
ポ
ー
ズ
を
撮
っ
て
い
な
い
、

ほ
ぼ
変
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日

本
の
辺
境
地
に
お
け
る
日
常
生
活
の

断
片
で
あ
る
。
さ
ら
に
1
9
8
0
〜

90
年
代
に
制
作
さ
れ
た
、（
植
田
調
と

呼
ば
れ
る
）
白
黒
の
ス
タ
イ
ル
を
確

立
し
称
賛
を
受
け
た
作
家
か
ら
は
、

意
外
な
カ
ラ
ー
の
作
品
も
収
め
ら
れ

て
い
る
。
多
重
露
光
の
カ
ラ
ー
プ
リ

ン
ト
の
ス
テ
ィ
ル
ラ
イ
フ
数
枚
が
本

の
中
で
リ
ズ
ム
を
作
る
役
割
を
し
て

お
り
、
穏
や
か
な
色
合
い
の
風
景
を

収
め
た
「
白
い
風
」
と
い
う
シ
リ
ー

ズ
が
本
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
6

つ
も
の
写
真
形
式
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
集
は
実

験
す
る
こ
と
に
常
に
積
極
性
を
持
ち
、

比
類
な
く
創
造
的
な
作
家
と
し
て
の

植
田
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
彼
の
作
品
に
つ
い
て
し

ば
し
ば
語
ら
れ
る
、
詩
的
で
夢
の
よ

う
な
性
質
は
明
確
に
存
在
し
て
い
る
。

さ
ら
に
1
9
3
0
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
前
衛
と
の
初
め
て
の
出
会
い
に

起
因
し
な
が
ら
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
活
動
の
側
面
で
あ
る
、
創
意

と
実
験
へ
の
思
い
入
れ
を
鮮
明
に
描

き
だ
し
て
い
る
。
当
時
の
写
真
動
向

の
圏
外
に
自
ら
を
置
き
続
け
た
植
田

の
能
力
は
、
常
識
で
は
計
れ
な
い
。

東
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
生
ま
れ
た

地
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
と
い
う
決
断

が
自
身
の
ア
イ
デ
ア
に
集
中
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
東
京
か
ら
離
れ
て
い
な

が
ら
も
、
彼
の
進
化
が
と
ど
ま
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
だ
。

マーク・フューステル＝文　松山直希＝訳  Text: Marc Feustel  Translation: Naoki Matsuyama

“世界のウエダ”に対する新鮮な読み直し

Critique 

Shoji Ueda

1913年、鳥取県生まれ。1932年に上京し、オリエ
ンタル写真学校に入学。卒業後、郷里に帰り 19

歳で写真館を開業。この頃より写真雑誌や展覧会
に次々と入選し、頭角を現していく。1937年に中
国写真家集団創立同人となり、以後、同集団東京
展に精力的に作品を発表し、《少女四態》などの
群像演出写真で注目を浴びる。1949年に「綴方・
私の家族」を発表。このシリーズをはじめ、砂浜や
砂丘を舞台とした作品で高い評価を得る。
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