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東
野
の
い
う
透
視
図
法
が
、デ
ュ
ー
ラ
ー
な
ど

が
用
い
た
描
画
用
の
投
影
器
具
で
は
な
く
、山
中

の
ピ
ン
ホ
ー
ル
に
よ
っ
て
発
意
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、そ
の
観
衆
論
は
、レ
ン
ズ
を
用
い
た

カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
よ
る
強
制
的
な
近
代
的

制
御
を
前
提
と
し
た
ク
レ
ー
リ
ー
ら
以
上
に
、視

覚
社
会
の
よ
り
根
源
的
な
解
放
を
示
唆
し
た
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

3
　
像
は
世
界
の
中
に
充
満
し
て
い
る

東
野
に
よ
る
観
衆
論
の
10
年
後
に
山
中
信
夫
は
、

像
は
定
着
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、像
は
定
着
と
は
無
関
係
に﹁
存
在
す
る
﹂

と
い
う
概
念
を
成
立
さ
せ
、像
を
定
着
の
呪
縛
か

ら
解
放
す
る
︒こ
れ
は
視
覚
世
界
と
な
っ
た
近
代

そ
の
も
の
に
異
議
を
唱
え
る
事
態
で
あ
る
︒ニ
エ

プ
ス
以
降
の
像
は
定
着
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存

在
が
証
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、山
中
は
カ
メ
ラ・

オ
ブ
ス
ク
ラ
に
ピ
ン
ホ
ー
ル
さ
え
装
填
す
れ
ば
、

像
は
存
在
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
確
立
し
た
︒

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、ピ
ン
ホ
ー
ル
が
な
く
て
も
茫
漠

と
し
た
空
間
に﹁
あ
る
1
つ
の
点
﹂を
措
定
す
る

で
1
9
7
3
年
の
時
点
で
示
し
て
い
た
こ
と
だ︵
図

6
︶︒こ
こ
に
は
フ
ィ
ル
ム
を
保
持
す
る
ホ
ル
ダ
ー

も
な
け
れ
ば
、人
間
が
中
に
入
っ
て
確
認
す
る
大

き
さ
も
な
い
︒た
だ
ピ
ン
ホ
ー
ル
の
つ
い
た
小
さ

な
カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
あ
る
だ
け
だ
︒
こ
の

ピ
ン
ホ
ー
ル・
カ
メ
ラ
に
は
フ
ィ
ル
ム
を
装
填
し

て
像
を
定
着
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
ま
っ
た
く
な

い
︒キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
よ
う
に
カ
メ
ラ
の
内
部
に
長

時
間﹁
監
禁
さ
れ
な
が
ら
﹂、像
を
肉
眼
で
確
認
し

よ
う
と
す
る
意
図
も
も
は
や
な
い
︒こ
の
作
品
以

前
に
は
人
間
が
中
に
入
れ
る
大
き
さ
だ
が
実
際

に
人
間
が
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
ピ
ン
ホ
ー
ル・

カ
メ
ラ
を
山
中
は
発
表
し
て
お
り﹇
既
出
、図
4
﹈、

さ
ら
に
そ
の
前
に
は
人
間
が
入
れ
る
扉
の
つ
い
た

ピ
ン
ホ
ー
ル・カ
メ
ラ
を
発
表
し
て︵
図
7
︶、カ
メ

ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
歴
史
を
遡
及
し
な
が
ら
、一

貫
し
て
レ
ン
ズ
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、レ

ン
ズ
依
存
の
近
代
的
視
覚
世
界
の
進
化
過
程
を
批

評
す
る
︒

こ
の
発
表
順
は
、カ
メ
ラ
を
小
さ
く
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
機
動
性
を
高
め
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒そ
う
で
は
な
く
て
、

人
間
を
カ
メ
ラ
内
部
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、人

間
の
入
れ
な
い
大
き
さ
の
カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ

を
制
作
し
た
の
で
あ
る
︒写
真
前
史
を
系
統
発
生

的
に
た
ど
り
直
し
な
が
ら
、キ
ル
ヒ
ャ
ー
の
カ
メ

ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
も
19
世
紀
の
ハ
ン
デ
ィ
な
カ
メ

ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
も
、そ
の
後
の
35
㎜
カ
メ
ラ
も

け
っ
し
て
人
間
を
カ
メ
ラ
か
ら
解
放
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
山
中
の
個
体
発
生
的
な
カ
メ

ラ・オ
ブ
ス
ク
ラ
批
評
は
言
明
す
る
︒

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
あ
ま
り
に
明
快
だ
︒ピ
ン

ホ
ー
ル
が
付
い
た
完
全
に
遮
光
さ
れ
た
六
面
体

の
箱
の
内
部
に
は
、そ
の
箱
の
外
に
光
が
あ
れ
ば
、

そ
の
内
部
に
像
は
成
立
す
る
︒さ
ら
に
厳
密
に
記

述
す
れ
ば
、カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
外
で
の
光

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
内
部
に
は
像
は
存

在
す
る
、と
い
う
認
識
論
を
超
越
し
た
存
在
論
が

確
立
さ
れ
る
の
だ
︒外
部
で
の
光
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
と
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
い
や
そ

う
で
は
な
い
︒ピ
ン
ホ
ー
ル
が
つ
い
て
い
る
限
り
、

そ
の
カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
中
に
像
は
存
在
す

る
と
い
う
不
可
視
の
事
態
を
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル

に
示
唆
し
た
の
で
あ
る
︒た
だ
し
山
中
は
こ
の
不

可
視
の
像
の
存
在
を
示
唆
す
る
だ
け
で
な
く
、こ

の
大
き
さ
の
ピ
ン
ホ
ー
ル・
カ
メ
ラ
で
と
ら
え
た

と
考
え
ら
れ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
の
プ
リ
ン
ト
を
同
じ
会
場
で
同
時
に
発
表
し
た

（上から）
図5　
山中信夫《ある1つの点No.1》（1981−82年）	
ゼラチンシルバープリント、合板　63.5×52.5×30.0cm
栃木県立美術館蔵	

図6　
山中信夫《5つの映像》（1973年）	
合板、銅板プレート　各50×50×50cm
現存せず

こ
と
に
よ
っ
て
、像
は
成
立
す
る
こ
と
を
作
品
に

よ
っ
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
︒そ
の
こ
と
を
明
示

し
た
作
品
は
1
9
8
2
年
に
パ
リ・
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
に
出
品
し
た︽
あ
る
1
つ
の
点
︾シ
リ
ー
ズ
で
あ

る︵
図
5
︶︒
こ
こ
で
は
傾
斜
の
方
向
と
角
度
を
変

え
て
多
面
的
か
つ
多
層
的
に
構
成
さ
れ
た
フ
ィ
ル

ム
面
が
そ
の
こ
と
を
証
す
る
と
と
も
に
、作
品
の

タ
イ
ト
ル
が
そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
︒

だ
が
山
中
信
夫
の
真
骨
頂
は
、
定
着
さ
れ
た

像
を
一
切
提
示
す
る
こ
と
な
く
、像
は
こ
の
空

間
、こ
の
世
界
に
充
満
し
て
い
る
こ
と
を
、ピ
ン

ホ
ー
ル
を
装
着
し
た
カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
み

（上から）
図2　
展覧会カタログ「第5回現代の造形《映像表現’72》-モノ・場・時
間・空間-	Equivalent	Cinema（現代の造形実行委員会）《ピン
ホール・カメラ》京都市美術館大陳列室、1972年」より

図3　
山中信夫《川を写したフィルムを川に映す》（1971年）
多摩川堤における映写イベント　撮影：矢田卓

図4　
山中信夫《ピンホール・カメラ》（1972年）	
合板、銅板プレート　200×200×400cm
現存せず
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特
集
写
真
批
評
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー

岐
路
に
立
ち
、批
評
を
必
要
と
す
る

世
界
を
前
に
し
て

調
⚫﹃
写
真
批
評
﹄は
50
年
ぶ
り
に
復
刊
す
る
の

で
す
が
、こ
こ
2
、
3
年
で
写
真
を
め
ぐ
る
媒
体

の
状
況
は
激
変
し
て
い
ま
す
︒
例
え
ば﹃
ア
サ
ヒ

カ
メ
ラ
﹄﹃
日
本
カ
メ
ラ
﹄が
と
も
に
休
刊
し
、コ

ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
も﹁
写
真
新
世
紀
﹂と﹁1_w

all

﹂

が
相
次
い
で
終
了
を
決
定
し
ま
し
た
︒機
器
の
面

で
も
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
席
巻
で
カ
メ
ラ
メ
ー

カ
ー
系
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
も
縮
小
傾
向
で
す
︒今
回

の
復
刊
は
懐
古
趣
味
で
は
な
く
、50
年
前
の
写
真

の
前
提
条
件
、言
説
空
間
か
ら
全
く
異
な
る
状
況

の
中
で
立
ち
上
が
る
べ
き
批
評
が
あ
る
は
ず
だ
と

考
え
た
か
ら
で
す︵
図
1
︶︒

小
田
原
さ
ん
が﹁
彫
刻
﹂を
論
じ
る
に
あ
た
り
、

街
中
に
あ
る
の
に
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
公
共
彫
刻

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
共
感
を

持
っ
て
い
ま
す
︒﹃
写
真
批
評
﹄で
は﹁
そ
も
そ
も

私
た
ち
が
写
真
と
呼
ん
で
い
る
も
の
っ
て
何
だ
？
﹂

言
い
換
え
れ
ば
、﹁
公
共
写
真
﹂も
含
め
て
問
う
必

要
を
感
じ
て
い
ま
す
︒

小
田
原
⚫
彫
刻
や
絵
画
の
起
源
に
は
諸
説
あ
り
、

ど
こ
に
始
ま
り
を
求
め
る
の
か
で
個
々
の
批
評
や

作
家
の
立
脚
地
点
も
変
わ
り
ま
す
が
、写
真
は
そ

れ
が
お
お
む
ね
検
証
可
能
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

他
の
分
野
に
比
べ
て
歴
史
の
経
験
が
圧
縮
さ
れ
て

起
こ
っ
て
い
る
印
象
が
あ
り
ま
す
︒

深
川
⚫
ニ
セ
フ
ォ
ー
ル・
ニ
エ
プ
ス
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
の
写
真
発
明
者
が
、そ
の
発
明
に
つ
な
が
る

重
要
な
技
法﹁
エ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
﹂︵
太
陽
に
よ
る

描
画
術
︶を
開
発
し
た
の
が
1
8
2
2
年
と
言
わ
れ
、

2
0
2
2
年
は
そ
れ
か
ら
2
0
0
年
と
い
う
節

目
に
あ
た
り
ま
す︵
註
1
︶︒

写
真
発
明
の
前
史
と
し
て
、遠
近
画
法
の
シ
ス

テ
ム
と
そ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
装
置
と
し
て
の

﹁
カ
メ
ラ・
オ
ブ
ス
ク
ラ
﹂ま
で
入
れ
る
と﹁
写
真

的
な
も
の
﹂と
い
う
の
は
そ
れ
以
前
に
生
ま
れ
て

い
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
カ
メ
ラ・

オ
ブ
ス
ク
ラ
の
イ
メ
ー
ジ
を
な
に
か
の
モ
ノ
に
定

着
し
て
、外
に
取
り
出
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
道
筋
が
見
え
て
き
た
の
が
2
0
0

年
く
ら
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒

調
⚫
例
え
ば﹁
写
真
と
絵
画
﹂は
、ど
ち
ら
も
3
次

元
を
2
次
元
に
す
る
点
で
隣
接
す
る
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る
の
に
対
し
て
、﹁
彫
刻
と
写
真
﹂は
遠
い
か
な

と
思
い
つ
つ
も
、﹁
銅
像
﹂な
り﹁
映
像
﹂な
り
に
も

﹁
像
﹂と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
︒写
真
と
彫
刻

［特集］写真批評のトポロジー

写
真
と
彫
刻
の
交
叉

―
な
ら
べ
る
こ
と
で
み
え
る
こ
と

小
田
原
の
ど
か

き
り
と
り
め
で
る

調
文
明

深
川
雅
文

座
談
会

図1
『写真批評 特集＝コンセプト・フォト』第1号
（東京綜合写真専門学校出版局、1973年）

「
写
真
」と「
彫
刻
」は
、芸
術
作
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

公
共
の
空
間
に
広
告
や
象
徴
と
し
て
も
溢
れ
て
い
ま
す
。

多
様
な
側
面
を
持
つ
両
者
は
、そ
れ
ぞ
れ「
語
り
に
く
さ
」を
抱
え
て
き
ま
し
た
。

そ
の「
語
り
に
く
さ
」と
は
何
な
の
か
。「
彫
刻
」を
現
代
日
本
の
思
想
的
課
題
と
し
て
、

制
作・文
筆・企
画
と
多
角
的
に
向
き
合
う
小
田
原
の
ど
か
氏
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
、

「
写
真
」と「
彫
刻
」が
抱
え
る
問
題
、い
ま
問
う
べ
き
も
の
は
何
か
を
検
討
し
ま
す
。

註
1	

本
誌
所
収
の
山
本
和
弘「
像
の
定
着
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

も
の
と
失
わ
れ
る
も
の
―
J・N・ニ
エ
プ
ス（
1
7
6
5

～
1
8
3
3
年
）と
山
中
信
夫（
1
9
4
8
～
1
9
8
2

年
）を
参
照
点
に
し
て
」も
参
考
に
さ
れ
た
い
。

左から深川雅文、調文明、小田原のどか、きりとりめでる
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東京綜合写真専門学校の創設者であり写真評論家として活躍した重森
弘淹(1926～1992)によって1973年4月に創刊され7号(1974年)まで続い
た批評誌『写真批評』(東京綜合写真専門学校出版局)を、批評の場の
再構築を目指して2023年春に復刊した。
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