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植田正治 年譜

3月27日、鳥取県西伯郡境町（現・境港市）に生まれる。
鳥取県立旧制米子中学校3年の頃から写真に夢中になる。
米子写友会、日本光画協会に入会。
本格的に写真の道を目指す。
上京し、オリエンタル写真学校などに通う。
帰郷後、写真館を営む傍ら、写真雑誌の月例懸賞に次 と々入賞し頭角を現す。
「中国写真家集団」結成に参加。年1回の東京展に戦前の代表作
《少女四態》（1939）、《茶谷老人とその娘》（1940）などを次 と々発表する。
終戦。中断していた写真が再開できる喜びをかみしめる。
「銀龍社」が結成され、石津良介の呼びかけで緑川洋一とともに参加。
生涯の友となる秋山庄太郎、林忠彦らと出会う。
桑原甲子雄が編集長の『カメラ』（アルス）に代表作《綴り方・私の家族》が掲載。
また同誌企画による土門拳とのカメラ対決が山陰で開催される。
『童暦』（『映像の現代』第3巻・中央公論社）刊行。
『カメラ毎日』編集の山岸章二により、新進気鋭の写真家たちによる
『映像の現代』シリーズに、戦前からの写真家としては唯一植田が抜擢される。
「植田正治写真教室」、『アサヒカメラ』に連載がスタート。
その後「植田正治写真作法」（1974年『アサヒカメラ』連載）
「アマチュア諸君！」（1978年『カメラ毎日』連載）など、写真の啓蒙記事の連載が相次ぐ。
《小さい伝記》『カメラ毎日』の連載開始。
『音のない記憶』（日本カメラ社）刊行、日本写真協会年度賞を受賞。
フランス、アルル、フォト・フェスティバルに招待される。
第16回フォトキナ写真展（西ドイツ、ケルン）に日本の写真家11人のひとりとして出品。
第2回国際写真フェスティバル「フォト・フェスト’88」（ヒューストン、アメリカ）に
招待作家となり、個展開催。
植田正治写真美術館（鳥取県西伯郡岸本町、現・伯耆町）開館。
フランスの芸術文化勲章シュヴァリエ受章。
7月4日、逝去。
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植田正治の肖像写真　撮影・沼田早苗  ◯C   Sanae Numata

掲載作品は植田正治作
◯C   Shoji Ueda
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席
学
芸
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）

＊「生誕百年  UEDA-CHO  植田調  ①～⑤」
　として山陰中央新報に5回連載された記事
　（2013年3月27日～4月24日）をもとに一部
　改稿した。
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＊
逆
光
で
撮
影
す
る
と
、細
部
が
消
え
て
図
と
地
の
み
の
単
純
な
構
成
と
な
る
。

こ
の
頃
、植
田
は
こ
の
効
果
を
多
用
し「
逆
光
の
時
代
」と
自
ら
名
付
け
た
。こ
の

作
品
は
、『
写
真
サ
ロ
ン
』創
刊
記
念
特
別
大
懸
賞
で
1
等
3
席
と
な
っ
た
。

12 　

山
陰
に
生
ま
れ
、生
涯
山
陰
に
暮
ら
し
、山
陰
を
舞
台
に
写
真
を
撮

り
続
け
、日
本
を
代
表
す
る
写
真
家
と
し
て
第
一
線
で
活
躍
し
続
け
た

写
真
家
・
植
田
正
治（
1
9
1
3-

2
0
0
0
）。そ
の
国
際
的
な
評
価

は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。「U

EDA
-CH
O

（
植
田
調
）」と
称
さ
れ

る
そ
の
独
特
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、時
代
も
国
も
超
え
て
、植
田
の

写
真
は
愛
さ
れ
て
い
る
。70
年
と
い
う
長
い
写
歴
の
な
か
で
作
風
は
変

遷
し
て
も
、一
貫
し
て
い
る
の
が
、こ
の「
植
田
調
」で
あ
る
。ま
ず
は
、

そ
の
発
端
を
ご
紹
介
し
た
い
。

　

そ
れ
は
、植
田
が
本
格
的
に
写
真
を
は
じ
め
た
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
。

画
家
を
目
指
し
て
美
術
学
校
進
学
を
志
望
す
る
が
、ひ
と
り
息
子
に
上

京
さ
れ
て
は
大
変
と
両
親
に
反
対
さ
れ
、そ
の
頃
夢
中
に
な
っ
て
い
た

写
真
を
生
か
し
て
、実
家
で
写
真
館
を
開
く
こ
と
で
折
り
合
い
が
つ
い

た
。そ
の
後
、写
真
館
主
を
し
な
が
ら
も
、自
分
の
写
真
づ
く
り
に
夢
中

だ
っ
た
植
田
は
、朝
夕
自
転
車
で
近
隣
を
走
り
、日
中
も
お
手
伝
い
さ
ん

に
留
守
番
を
頼
み
、撮
影
に
没
頭
し
た
。客
が
く
る
と
お
手
伝
い
さ
ん
が

「
旦
那
さ
ん
！
」と
大
声
で
呼
ぶ
。す
る
と
、畑
か
ら
植

田
が
ひ
ょ
っ
こ
り
頭
を
出
す
と
い
う
具
合
だ
っ
た
。

　

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、日
本
独
特
の

発
展
を
遂
げ
た
絵
の
よ
う
な
写
真「
芸
術
写
真
」。植

田
は
ま
ず
、こ
の「
芸
術
写
真
」に
夢
中
に
な
る
。山

陰
で
は
、鳥
取
県
赤
碕
の
塩
谷
定
好
が
、近
隣
の
海

浜
風
景
を
軟
調
描
写
で
撮
り
続
け
、写
真
雑
誌
の

月
例
懸
賞
で
常
に
全
国
上
位
に
入
選
し
、植
田
の
憧

れ
の
的
に
な
る
。ま
た
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
具
現

化
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
最
も
私
淑
し
た
東
京
の
渡

辺
淳
は
、白
が
滲
む
よ
う
に
広
が
る
濃
淡
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
の
な
か
に
、幼
い
少
女
が
ち
ょ
こ
ん
と
佇
む

童
画
の
よ
う
な
至
純
な
世
界
を
創
り
上
げ
た
。そ
れ

は
植
田
の
心
に
後
々
ま
で
も
深
く
残
っ
た
。植
田
ら

の
所
属
し
た
日
本
光
画
協
会
は
、前
衛
的
な
洋
画
壇
の
動
き
を
取
り
入

れ
、岸
田
劉
生
風
の
花
を
も
つ
少
女
像
や
、ア
ン
リ
・ル
ソ
ー
風
の
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
人
物
像
な
ど
が
好
ま
れ
、油
絵
具
に
よ
る
描
き
起
し
、極
端

な
デ
フ
ォ
ル
メ
、素
粒
子
表
現
な
ど
、表
現
主
義
と
も
称
さ
れ
る
大
胆

な
作
画
が
試
み
ら
れ
た
。身
近
な
生
活
感
情
を
重
視
し
、自
然
や
人
々

を
慈
し
む
、抒
情
に
満
ち
た
童
画
の
よ
う
な
芸
術
写
真
の
世
界
か
ら
、

植
田
は
出
発
し
て
い
る
。

　

郷
愁
を
そ
そ
る
芸
術
写
真
の
世
界
に
心
酔
し
て
い
く
の
と
ほ
ぼ
同

時
に
、「
植
田
調
」の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
源
と
な
る
モ
ダ
ニ
ス
ム
の

洗
礼
を
、植
田
は
18
歳
の
時
に
受
け
て
い
る
。佐
陀
神
社
の
祭
礼
の
日
に
、

松
江
の
今
井
書
店
で
一
冊
の
写
真
集『
モ
ダ
ン
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
』

（
1
9
3
1
）を
父
親
か
ら
買
っ
て
も
ら
っ
た
。こ
こ
に
は
、マ
ン・レ
イ
、

エ
ド
ワ
ー
ド・ス
タ
イ
ケ
ン
を
は
じ
め
、1
9
2
0
年
代
か
ら
30
年
代
の

両
大
戦
間
に
勃
興
し
た
近
代
写
真
の
ま
さ
に
最
前
線
の
名
作
群
が
掲

載
さ
れ
て
い
た
。「
新
興
写
真
」の
名
で
全
国
に
広
が
る
こ
の
ド
イ
ツ
の

バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
震
源
と
す
る
新
し
い
写
真
の
波
に
、植
田
は
圧
倒
さ

れ
、近
代
写
真
の
追
求
に
邁
進
す
る
こ
と
と
な
る
。　

　

植
田
は「
も
の
好
き
」を
自
認
し
、新
し
い
も
の
が
大
好
き
だ
っ
た
。

ま
だ
珍
し
い
熱
帯
魚
を
飼
っ
て
み
た
り
、新
種
の
蘭
を
栽
培
し
た
り
。

こ
の
一
冊
の
写
真
集
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、カ
メ
ラ
の
精
緻
な
眼
で
切

り
取
ら
れ
た
シ
ャ
ー
プ
な
形
態
、大
胆
な
ア
ン
グ
ル
で
画
面
を
構
成
す

る
手
法
、遊
び
心
溢
れ
る
洗
練
さ
れ
た
空
間
な
ど
、そ
の
最
新
の
表
現
か

ら
、植
田
は
モ
ダ
ニ
ス
ム
の
感
覚
を
掴
み
取
り
、時
代
を
経
て
も
新
鮮
さ

を
失
う
こ
と
の
な
い
強
靭
な
自
ら
の
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
。

　

芸
術
写
真
か
ら
新
興
写
真
へ
移
り
変
わ
る
時
期
に
、植
田
は
写
真
家

と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。芸
術
写
真
の
も
つ
、ぬ
く
も
り
と
は

か
な
さ
を
秘
め
た
抒
情
、近
代
写
真
の
モ
ダ
ン
な
空
間
、そ
し
て
植
田

独
特
の
ユ
ー
モ
ア
、こ
れ
ら
が
豊
か
な
土
壌
と
な
っ
て
、生
涯
を
通
じ

て「
植
田
調
」と
称
さ
れ
る
詩
情
あ
ふ
れ
る
空
間
が
作
ら
れ
て
い
く
。

　
《
タ
ン
ポ
ポ
》は
、日
本
光
画
協
会
の
得
意
と
し
た《
花
を
も
つ
少
女
》

の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
、背
景
を
黒
と
板
塀
で
直
線
的
に
仕
切
り
、丸

い
綿
帽
子
と
そ
れ
を
み
つ
め
る
少
女
の
眼
差
し
の
み
に
表
現
を
集
約

さ
せ
た
ト
リ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
、モ
ダ
ン
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
。モ

デ
ル
は
愛
妻・
紀
枝
で
あ
る
。

 

抒
情
と
モ
ダ
ニ
ス
ム

－

写
真
家
と
し
て
の
出
発

砂
丘
群
像
演
出
写
真
の
誕
生

－

中
国
写
真
家
集
団
の
な
か
で

《狆》  1938年  島根県立美術館蔵  第2回中国写真家集団展覧会出品作 《タンポポ》  1936年頃  島根県立美術館蔵

《シルウエット》  1936年  島根県立美術館蔵

　
《
浜
の
少
年
》（
1
9
3
1
）で『
ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ
』の
口
絵
ペ
ー
ジ
を

飾
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、植
田
正
治
は
、新
た
に
創
刊
さ
れ
た『
写
真
サ

ロ
ン
』を
は
じ
め
と
す
る
写
真
雑
誌
の
月
例
懸
賞
に
応
募
し
、目
覚
ま
し

い
活
躍
を
展
開
す
る
。写
真
雑
誌
の
月
例
懸
賞
、こ
れ
は
雑
誌
を
舞
台
と

し
て
毎
月
行
わ
れ
る
全
国
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
で
あ
る
。『
写
真
サ
ロ
ン
』

審
査
員
・
斎
藤
鴰
児
の
名
批
評
に
投
稿
者
た
ち
は
沸
い
た
。東
京
で
は
、

桑
原
甲
子
雄
が
ラ
イ
カ
を
手
に
颯
爽
と
現
れ
、埼
玉
県
熊
谷
に
は
好
敵

手
・
佐
藤
虹
児
が
い
た
。雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
知
っ
て
い
る
だ
け

で
、会
っ
た
こ
と
も
な
い
ラ
イ
バ
ル
た
ち
と
、毎
号
勝
負
に
挑
む
。

　

当
時
中
国
地
方
は
、岡
山
に
石
津
良
介
、広
島
に
野
村
秋
良
・
正
岡
国

男
ら
が
、植
田
同
様
に
活
躍
し
て
お
り
、石
津
良
介
の
呼
び
か
け
で
、

「
束
に
な
っ
て
、花
の
お
江
戸
に
殴
り
込
み
を
か
け
よ
う
」と
、「
中
国
写

真
家
集
団
」を
結
成
し
、年
１
回
の
東
京
展
を
開
催
し
た
。そ
の
な
か

で
、植
田
の
戦
前
の
傑
作
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
の
頃
、絵
画
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
抽
象
の
動
き
に
照
応
す
る

前
衛
写
真
が
、芦
屋
・
丹
平
・
浪
華
の
関
西
勢
を
中
心
に
台
頭
し
て
き

た
。植
田
は
こ
の
動
き
と
距
離
を
置
き
な
が
ら
も
、現
実
世
界
に
の
ぞ

く
超
現
実
的
な
面
持
ち
へ
の
興
味
を
示
し
た
。そ
し
て
、芸
術
写
真
の

よ
う
に
絵
画
風
の
作
為
的
な
ポ
ー
ズ
で
重
厚
感
を
も
た
せ
る
の
で
は

な
く
、「
も
っ
と
ス
ラ
リ
と
撮
っ
て
し
か
も
迫
力
あ
る
作
品
」が
作
れ
な

い
も
の
か
と
思
案
し
た
。そ
し
て
出
来
上
が
っ

た
の
が《
少
女
四
態
》だ
っ
た
。こ
れ
は
、境
港

の
自
宅
近
く
の
浜
で
、ポ
ー
ズ
を
し
た
少
女
た

ち
を
、空
と
砂
浜
の
つ
く
り
だ
す
空
虚
な
空

間
に
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
に
並
べ
た
。《
茶
谷
老

人
と
そ
の
娘
》は
、島
根
県
の
恵
曇
海
岸
で
、

個
性
的
な
父
娘
を
画
面
の
両
端
に
配
置
し
た

絶
妙
な
構
成
を
と
っ
た
。

　

芸
術
写
真
の
抒
情
性
と
近
代
写
真
の
モ
ダ

ン
な
空
間
を
止
揚
し
、シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の

現
実
で
あ
り
な
が
ら
ど
こ
か
不
可
思
議
な
面

持
ち
が
加
味
さ
れ
、植
田
の
群
像
演
出
写
真

が
で
き
あ
が
る
。

　

植
田
は
、山
陰
で
一
番
に
な
っ
て
や
ろ
う
、

中
国
地
方
で
一
番
に
な
っ
て
や
ろ
う
、そ
し
て

日
本
で
一
番
に
な
っ
て
や
ろ
う
と
、ひ
と
つ
ひ

と
つ
夢
を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
。し
か
し
、そ

の
切
磋
琢
磨
し
た
中
国
写
真
家
集
団
の
活
動

も
戦
争
で
終
焉
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。特
に

広
島
は
原
爆
に
よ
っ
て
壊
滅
状
態
と
な
っ
た
。

中
国
写
真
家
集
団
の
仲
間
・
野
村
秋
良
は
、カ

メ
ラ
を
胸
に
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
。

　

戦
争
で
写
真
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
約

10
年
間
を
経
て
、朝
日
新
聞
の
社
告
に
掲
載

さ
れ
た
写
真
募
集
の
記
事
を
見
て
、植
田
は

涙
し
た
。戦
後
の
動
乱
の
な
か
、ラ
イ
カ
を
も

と
め
て
、満
員
電
車
に
つ
か
ま
っ
て
大
阪
ま
で
行
っ
た
。植
田
の
写
真

す
る
こ
と
に
対
す
る
、す
べ
て
を
投
げ
打
つ
真
摯
な
熱
意
は
、様
々
な

時
代
の
変
遷
の
な
か
で
、生
涯
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。写
真
の
世
界
で

常
に
第
一
線
に
立
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、植
田
の
写
真
に
対

す
る
こ
の
ひ
た
む
き
な
愛
情
と
熱
意
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
う
。

参考図版：《茶谷老人とその娘》  1940年 米子市美術館蔵  
　　　　　第4回中国写真家集団展覧会出品作

参考図版：《少女四態》  1939年  植田正治写真美術館蔵  
　　　　　第3回中国写真家集団展覧会出品作　
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な



3　戦後の焼け跡
の
な
か
で
、プ
ロ
写
真
家
と
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
、

ま
た
写
真
雑
誌
の
編
集
者
が
と
も
に「
銀
龍
社
」を
結
成
し
た
。中
国
写

真
家
集
団
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
石
津
良
介
の
声
掛
け
で
、植
田
正
治

は
、岡
山
の
緑
川
洋
一
と
と
も
に
銀
龍
社
に
参
加
す
る
。銀
龍
社
は
、銀

座
の
赤
穂
英
一
宅
を
根
城
に
、一
人
一
党
、共
通
の
主
義
主
張
な
ど
な

い
自
由
で
闊
達
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、『
日
本
カ
メ
ラ
』の
創
刊
へ
、ま

た
二
科
会
写
真
部
の
創
設
へ
と
展
開
し
て
い
き
、ま
さ
に
戦
後
の
写
真

界
の
復
興
を
担
っ
て
い
く
。植
田
は
、こ
の
銀
龍
社
で
生
涯
の
友
と
な

る
秋
山
庄
太
郎
、林
忠
彦
ら
と
出
会
う
。

　

銀
龍
社
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
桑
原
甲
子
雄
が
編
集
長
を
し
て
い

た『
カ
メ
ラ
』（
ア
ル
ス
）で
、1
9
4
9
年
、山
陰
を
舞
台
に
土
門
拳
と

植
田
正
治
の
写
真
対
決
が
企
画
さ
れ
た
。「
土
門
拳
は
ぶ
き
み
で
あ
る
。

土
門
拳
の
レ
ン
ズ
は
人
や
物
を
底
ま
で
あ
ば
く
」と
詩
人
で
あ
り
彫
刻

家
の
高
村
光
太
郎
に
言
わ
し
め
た
逸
材
の
山
陰
来
訪
で
あ
る
。ま
ず
土

門
一
行
は
松
江
で
、植
田
の
戦
前
の
名
作
に
敬
意
を
表
し
、恵
曇
海
岸

の
茶
谷
老
人
に
表
敬
訪
問
を
し
て
い
る
。翌
日
は
鳥
取
砂
丘
を
舞
台
に

カ
メ
ラ
対
決
と
な
っ
た
。“

巌
流
島
の
闘
い” 

と
称
さ
れ
た
剣
豪
・
土

門
拳
、対
す
る
山
陰
の
雄
・
植
田
正
治
で
あ
る
。

　

こ
の
翌
年
か
ら
、土
門
拳
は『
カ
メ
ラ
』の
月
例
審
査
員
と
な
り
、全

国
の
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
を
熱
狂
さ
せ
た
伝
説
の
土
門
月
例
が

ス
タ
ー
ト
す
る
。「
絶
対
非
演
出
の
絶
対
ス
ナ
ッ
プ
」を
掲
げ
、リ
ア
リ

ズ
ム
写
真
運
動
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
。植
田
の
演
出
写
真
と
は
、

真
向
か
ら
対
立
す
る
主
張
で
あ
る
。

　

し
か
し
、ふ
た
り
は
意
気
投
合
し
た
。土
門
は
、名
高
い
山
陰
の
植
田

正
治
と
は
、い
っ
た
い
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
、と
山
陰
に
や
っ
て

き
た
と
こ
ろ
、あ
の
柔
和
な
微
笑
み
の
恥
じ
ら
い
あ
る
紳
士
と
わ
か

り
、お
も
わ
ず
惚
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
雑
誌
に
掲
載

し
た
。植
田
は
親
切
に
土
門
の
砂
丘
撮
影
の
手
助
け
を
し
て
い
る
。そ

こ
で
撮
影
さ
れ
た
の
が
、《
土
門
拳
と
朝
倉
君
》で
あ
る
。野
武
士
の
よ

う
な
風
貌
で
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
つ
土
門
拳
と
、つ
き
従
う
け
な
げ

な
助
手
・
朝
倉
君
が
微
笑
み
を
誘
う
。

　
『
カ
メ
ラ
』の
翌
月
号
に
は
植
田
の《
綴
り

方
・
私
の
家
族
》の
特
集
が
組
ま
れ
、《
パ
パ

と
マ
マ
と
コ
ド
モ
た
ち
》を
は
じ
め
と
す
る

植
田
の
代
表
作
が
娘
・カ
コ
の
か
わ
い
ら
し

い
作
文
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
。手
に
手

に
好
き
な
も
の
を
も
っ
て
、近
所
の
砂
浜
に

一
列
に
並
ぶ
植
田
自
身
の
家
族
。再
び
写

真
が
撮
れ
る
喜
び
と
家
族
の
愛
情
あ
ふ
れ

る
砂
丘
群
像
演
出
写
真
の
傑
作
で
あ
る
。

植
田
の
砂
丘
劇
場
は
、ひ
と
つ
の
頂
点
に
達

し
た
。

　

こ
の
頃
、植
田
の
も
と
に
は
、山
陰
の
新

進
気
鋭
の
写
真
家
た
ち
が
集
ま
り
、「
写
真

家
集
団
エ
タ
ン
派
」を
結
成
し
て
い
た
。大

篠
津
に
帰
っ
て
い
た
杵
島
隆
、松
江
の
井
上

喜
弘
・
宏
通
兄
弟
な
ど
、植
田
の
周
り
に
は
、

い
つ
も
写
真
す
る
仲
間
が
集
っ
た
。家
族
の

愛
情
と
仲
間
た
ち
と
の
友
情
の
な
か
で
、植

田
の
写
真
は
創
ら
れ
て
い
く
。植
田
の
写
真

の
ぬ
く
も
り
は
、こ
こ
か
ら
も
き
て
い
る
。

　

こ
の
年
、松
江
の
井
上
の
店
先
で
、植
田

正
治
の
活
躍
を
聞
き
な
が
ら
、桶
の
中
で

ネ
ガ
が
う
な
ぎ
の
よ
う
に
水
洗
さ
れ
て
い

る
の
を
な
が
め
て
い
た
、ひ
と
り
の
少
年
が

い
た
。「
植
田
正
治
の
よ
う
な
偉
い
写
真
家

に
な
れ
る
と
い
い
ね
」と
声
を
掛
け
ら
れ
た

の
を
記
憶
し
て
い
る
。松
江
高
校
在
学
中

の
奈
良
原
一
高
で
あ
る
。彼
は
こ
の
7
年
後

に
初
個
展「
人
間
の
土
地
」で
、写
真
界
を

震
撼
さ
せ
る
鮮
烈
な
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
こ

と
と
な
る
。

砂
丘
劇
場

－

銀
龍
社
の
な
か
で

《パパとママとコドモたち》  1949年  島根県立美術館蔵　

《パパとママとコドモたち》  1949年  島根県立美術館蔵　
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《パパとトッチン》  1949年  島根県立美術館蔵

《土門拳と朝倉君》 1949年 島根県立美術館蔵

《カコ》 1949年 島根県立美術館蔵

《へのへのもへの》 1949年 島根県立美術館蔵

写真家  植田正治の物語



45 　

1
9
5
0
年
代
、「
絶
対
非
演
出
」を
奉
じ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
写
真
運
動

の
旋
風
が
吹
き
荒
れ
る
最
中
、植
田
正
治
は
演
出
写
真
を
撮
り
続
け
る

こ
と
に
迷
い
を
生
じ
始
め
る
。そ
し
て
、新
た
に
勢
い
を
得
た
主
観
主

義
写
真
の
手
法
で
、伝
統
的
な
農
具
や
民
家
な
ど
の
抽
象
的
な
形
態
に

着
目
し
た
即
物
的
な
写
真
を
し
ば
ら
く
撮
り
続
け
て
い
た
。山
陰
の
風

土
を
抒
情
的
に
写
し
た
作
品
を
発
表
し
て
も
、「
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、

夕
焼
け
小
焼
け
の
赤
と
ん
ぼ
で
は
仕
方
が
な
い
」と
い
っ
た
辛
辣
な
批

評
を
受
け
、深
く
傷
つ
い
た
。　

　

し
か
し
、植
田
は
山
陰
を
撮
り
続
け
た
。そ
し
て
60
年
代
、植
田
の
風

景
写
真
は
、自
然
の
懐
深
く
に
沈
潜
し
た
幻
想
的
な
心
象
風
景
と
し

て
、よ
り
深
く
、よ
り
豊
か
に
、そ
の
振
幅
の
幅
を
広
げ
て
い
く
。《
山
陰

秋
譜
》な
ど
後
に
写
真
集『
童
暦
』に
結
実
す
る
一
連
の
作
品
を
契
機
と

し
て
、植
田
の
作
風
は
変
わ
っ
て
い
く
。植
田
自
身
、そ
れ
ら
の
作
品
が

ひ
と
つ
の
啓
示
と
な
り
、「
日
本
の
郷
愁
の
見
事
な
抽
象
化
」と
再
評
価

さ
れ
た
。

　

植
田
の
な
か
で
、山
陰
を
撮
り
続
け
る
意
味
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

単
に
自
分
が
生
ま
れ
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
撮
影
す
る
の
で
は
な
く
、生

涯
山
陰
を
撮
り
続
け
る
の
は
、植
田
に
と
っ
て
そ
れ
が
日
本
で
一
番
美

し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
こ
の
地
方
の
愛
す
べ
く
美
し
い
自
然
と
素
朴

な
人
情
が
、私
の
写
真
す
る
気
持
を
と
ら
え
て
放
さ
な
い
か
ら
で
す
」

と
記
し
て
い
る
。日
々
眼
に
す
る
海
は
千
変
万
化
の
表
情
を
も
ち
、そ

の
美
し
さ
は
格
別
で
あ
る
。人
々
は
素
朴
で
温
か
く
、農
家
の
軒
先
で

は
お
茶
を
勧
め
ら
れ
、子
ど
も
た
ち
は
植
田
の
指
示
で
無
邪
気
に
ポ
ー

ズ
を
と
る
。60
年
代
頃
か
ら
は
車
で
撮
影
に
出
向
く
よ
う
に
な
り
、植
田

の
撮
影
範
囲
も
広
が
っ
た
。山
陰
の
海
岸
線
や
山
里
を
く
ま
な
く
歩
き

尽
く
し
、季
節
や
天
候
に
よ
る
変
化
も
、年
中
行
事
も
す
べ
て
把
握
し

た
。気
に
入
っ
た
場
所
に
は
、そ
の
被
写
体
の
本
質
を
見
極
め
る
ま
で

何
度
で
も
通
っ
た
。こ
う
し
て
、知
り
尽
く
し
た
山
陰
全
域
が
植
田
の

ス
タ
ジ
オ
と
な
る
。

　
《
新
出
雲
風
土
記
》（
1
9
6
4
）の
連
載
も
始
ま
り
、出
雲
を
テ
ー
マ

に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。「
三
身
の
綱
う
ち
か
け
て
、霜
黒
葛
く

る
や
く
る
や
に
、河
舟
の
も
そ
ろ
も
そ
ろ
に
、国
来
国
来
と
」と『
出
雲

国
風
土
記
』に
記
さ
れ
る「
三
身
の
網
」が「
夜
見
ノ
島
」と
な
り
、陸
続

き
と
な
っ
て「
夜
見
ヶ
浜
」即
ち「
弓
ヶ
浜
」と
呼
ば
れ
、そ
の
先
端
の
境

港
に
植
田
は
生
ま
れ
暮
ら
し
て
い
る
。出
雲
の
国
の
広
が
り
の
な
か

で
、慣
れ
親
し
ん
だ
地
名
に
潜
む
歴
史
の
数
々
に
感
銘
を
受
け
た
。

　

出
雲
を
含
む
山
陰
の
風
景
の
な
か
で
、折
々
に
植
田
は
子
供
た
ち
の

姿
を
と
ら
え
て
い
く
。冬
に
は
、美
保
関
町
の
と
ん
ど
祭
り
や
宅
野
の

子
供
神
楽
、春
の
雛
祭
り
や
鯉
の
ぼ
り
、夏
に
は
大
東
町
の
七

夕
、御
津
の
校
庭
で
遊
ぶ
少
年
た
ち
、秋
は
簸
川
平
野
の
稲
穂

の
黄
色
い
波
に
築
地
松
の
緑
が
映
え
る
の
を
楽
し
み
な
が

ら
、四
季
折
々
の
子
供
の
姿
を
写
し
と
め
て
い
っ
た
。そ
れ
ら

を
纏
め
て
写
真
集『
童
暦
』（
1
9
7
1
）が
出
来
上
が
る
。写

真
を
始
め
た
頃
と
同
じ
少
年
の
心
を
生
涯
持
ち
続
け
た
植
田

の
曇
り
の
な
い
眼
差
し
で
と
ら
え
た
作
品
群
で
あ
る
。

　

日
本
の
写
真
の
60
年
代
は
、新
し
い
才
能
が
次
々
と
現
れ
、

鎬
を
削
っ
て
い
た
。『
カ
メ
ラ
毎
日
』の
編
集
を
し
て
い
た
山

岸
章
二
は
、そ
の
慧
眼
で
多
く
の
俊
英
を
発
掘
し
、写
真
界
で

絶
大
な
力
を
ふ
る
い
、山
岸
天
皇
の
異
名
を
と
っ
た
。そ
し

て
、山
岸
の
眼
に
か
な
っ
た
写
真
家
た
ち
、奈
良
原
一
高
、東

松
照
明
、石
元
泰
博
、森
山
大
道
、深
瀬
昌
久
、横
須
賀
功
光
、

立
木
義
浩
ら
、ま
さ
に
日
本
を
代
表
す
る
最
新
鋭
10
人
を
集
め

て『
映
像
の
現
代
』全
10
巻
が
1
9
7
1-

7
2
年
に
編
纂
さ

れ
た
。そ
の
第
3
巻
と
し
て
、戦
前
か
ら
写
真
を
撮
っ
て
い
る

世
代
と
し
て
は
唯
一
人
、植
田
正
治
が
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ

る
。そ
し
て
完
成
し
た
の
が『
童
暦
』で
あ
る
。そ
の
時
植
田
正

治
は
58
歳
に
な
っ
て
い
た
。

　

植
田
は
生
前
、自
分
が
常
に
日
本
の
写
真
の
第
一
線
に
い

る
こ
と
が
で
き
た
ふ
た
り
の
恩
人
と
し
て
、中
国
写
真
集
団

か
ら
銀
龍
社
へ
の
道
筋
を
つ
け
て
く
れ
た
石
津
良
介
と
、70

年
代
日
本
を
代
表
す
る
最
前
線
の
写
真
家
の
な
か
に
植
田

を
取
り
上
げ
た
山
岸
章
二
の
名
を
挙
げ
て
い
た
。

　
《
童
暦
》（
左
）は
、校
庭
の
桜
の
木
を
折
っ
て
帰
る
腕
白
小
僧
と
い
う

設
定
で
、大
根
島
の
一
本
道
で
撮
影
し
て
い
る
。は
や
し
立
て
る
友
達

が
カ
メ
ラ
を
構
え
た
植
田
の
後
ろ
に
い
る
。お
面
を
つ
け
た
晴
れ
着
の

少
女
が
石
畳
に
佇
む
写
真
は
、松
江
の
推
恵
神
社
で
撮
影
さ
れ
た
。「
植

田
調
」は
、も
は
や
、花
曇
り
の
空
を
緞
帳
に
砂
浜
を
舞
台
と
し
た
演
出

写
真
だ
け
で
は
な
く
、山
陰
の
風
土
や
自
然
を
よ
り
深
く
濃
く
映
し
込

み
、郷
愁
を
誘
う
風
景
へ
と
広
が
り
を
も
っ
て
い
っ
た
。

　
「
正
ち
ゃ
ん
は
、葉
っ
ぱ
1
枚
で
も
作
品
に
し
ち
ゃ
う
か
ら
な
」。

親
友
・
秋
山
庄
太
郞
は
、植
田
を
そ
う
評
し
た
。車
の
上
に
、は
ら
り
と

落
ち
た
1
枚
の
紅
葉
。そ
れ
だ
け
で
、得
も
言
わ
れ
ぬ
ま
ろ
や
か
な
空

気
に
包
ま
れ
、抒
情
に
あ
ふ
れ
、そ
れ
で
い
て
み
じ
ん
の
ゆ
る
ぎ
も
な

い
、植
田
独
特
の
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
空
間
が
現
出
す
る
。「
植
田
調

U
EDA

-CH
O

」は
、そ
の
普
遍
的
な
力
を
発
揮
し
始
め
る
。そ
し
て
、そ

の
世
界
を
自
在
に
広
げ
て
い
く
。

　

山
陰
で
な
い
と
写
真
が
撮
れ
な
い
と
旅
嫌
い
だ
っ
た
植
田
を
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
誘
っ
た
の
は
、次
男
・
充
だ
っ
た
。若
き
日
の
植
田
が
断
念
し

た
美
術
学
校
へ
の
夢
を
引
き
継
い
だ
息
子
の
こ
と
を
、植
田
は
う
れ
し

そ
う
に
語
っ
て
い
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、植
田
自
身
が
不
思
議
に
思

う
ほ
ど
、違
和
感
な
く
写
す
こ
と
が
で
き
た
。カ
メ
ラ
を
片
時
も
離
す

こ
と
な
く
夢
中
に
な
っ
て
撮
っ
て
い
っ
た
。そ
し
て
、出
版
し
た『
植
田

正
治
小
旅
行
写
真
帖　

音
の
な
い
記
憶
』に
よ
っ
て
、植
田
は
1
9
7
5

年
、日
本
写
真
協
会
年
度
賞
を
受
賞
す
る
。

　

1
9
8
3
年
、愛
妻
を
亡
く
し
て
意
気
消
沈
し
て
い
た
植
田
を
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
写
真
の
道
に
誘
っ
た
の
も
、ア
ー
ト
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

と
な
っ
た
充
だ
っ
た
。菊
池
武
夫
の
メ
ン
ズ
・
ビ
ギ
の
広
告
写
真
を
引

き
受
け
、モ
デ
ル
を
使
っ
て
植
田
の
思
う
ま
ま
自
由
に
砂
丘
で
撮
影
し

た
一
連
の
写
真
は
、砂
丘
演
出
写
真
の
本
領
を
発
揮
し
、実
に
清
新
な

《
砂
丘
モ
ー
ド
》を
創
り
上
げ
た
。そ
れ
は
、大
き
な
話
題
と
な
り
、国
際

的
な
反
響
を
呼
ん
だ
。70
歳
の
新
進
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
写
真
家
の
登
場
で

あ
る
。植
田
正
治
の
世
界
は
、国
の
枠
も
、時
代
の
枠
も
、さ
ま
ざ
ま
な

枠
組
み
を
軽
々
と
飛
び
越
え
、普
遍
的
な
力
を
も
っ
て
多
く
の
人
々
を

魅
了
し
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、1
9
7
0
年
代
以
降
、「
植
田
正
治
写
真
作

法
」（
1
9
7
4
年
）、「
ア
マ
チ
ュ
ア
諸
君
！
」

（
1
9
7
8
年
）な
ど
、ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
へ
向
け

て
植
田
自
身
の
文
章
と
作
品
で
つ
づ
る
連
載
が
、

次
々
と
写
真
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。植
田
は
全
国
の

ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
の
憧
れ
と
な
る
。し
か
し
植
田

は
、“

巨
匠”
と
い
っ
た
態
度
で
は
な
く
、あ
く
ま
で

読
者
の
写
真
仲
間
と
い
う
目
線
で
、自
ら
の
写
真
を

謙
虚
に
語
り
、森
山
大
道
の
登
場
に「
度
肝
を
抜
か

れ
た
」時
の
よ
う
に
、新
し
い
才
能
が
出
現
す
る
こ
と

を
願
っ
て
、読
者
を
鼓
舞
し
た
。

　

何
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
自
己
表

現
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
、植
田
は「
ア
マ
チ
ュ

ア
精
神
」を
生
涯
誇
り
と
し
て
高
ら
か
に
掲
げ
て
い

く
。世
代
を
超
え
た「
植
田
好
き
」と
の
交
流
は
、植
田

の
作
品
の
魅
力
と
と
も
に
、こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ク
で

自
然
体
で
、少
年
の
よ
う
に
尽
き
る
こ
と
な
い
好
奇

心
を
も
つ
、植
田
の
人
間
と
し
て
の
魅
力
が
共
感
を

呼
び
、広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、ア
ル
ル
国
際
写
真
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル（
1
9
7
8
年
）、ケ

ル
ン
の
フ
ォ
ト
キ
ナ（
1
9
8
0
年
）、ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の
フ
ォ
ト・フ
ェ

ス
ト（
1
9
8
8
年
）な
ど
、国
際
的
な
舞
台
で
も
、植
田
の
作
品
は
高

く
評
価
さ
れ
た
。日
本
か
ら
世
界
へ
飛
び
出
し
た
植
田
は
、世
界
の
写

真
史
に
確
固
た
る
位
置
を
占
め
る
写
真
家
・
植
田
正
治
と
な
っ
た
。

　

1
9
9
5
年
に
は
、植
田
正
治
写
真
美
術
館
が
開
館
す
る
。「
逆
さ
大

山
」で
知
ら
れ
る
大
山
山
麓
の
自
ら
購
入
し
て
い
た
地
所
に
、《
少
女
四

態
》の
形
状
を
も
と
に
し
て
高
松
伸
の
設
計
で
建
設
さ
れ
た
こ
の
美
術

館
は
、芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。1
9
9
6
年
に
は
、植
田

は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
芸
術
文
化
勲
章
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
を
受
章
し
て
い
る
。

　

山
陰
を
愛
し
、身
近
な
人
々
を
愛
し
、純
粋
に
写
真
す
る
こ
と
を
楽

し
み
、世
界
のU

EDA

と
な
っ
た
写
真
家
・
植
田
正
治
。2
0
0
0
年
7

月
4
日
、植
田
を
愛
す
る
多
く
の
人
々
に
惜
し
ま
れ
、87
歳
の
生
涯
を

閉
じ
た
。植
田
の
世
界
は
、こ
れ
か
ら
も
世
界
中
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ

続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。そ
の
魅
力
は
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

         

し
も 

つ
づ
ら

く
に 

こ 

く
に 

こ

み
つ 

み

み
つ
る

山
陰
を
舞
台
に

－

愛
す
べ
き
美
し
い
自
然
と
素
朴
な
人
々

「
生
涯
ア
マ
チ
ュ
ア
」を
貫
き
、世
界
へ
は
ば
た
く        
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