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視差

par
alla
x芸

術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
究
会「
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
」で
は
、今
年
度〈
シ

リ
ー
ズ
：
ト
ラ
ウ
マ
と
ア
ー
カ
イ
ブ
〉
と
題
し
て
、
連
続
的
な
講
演
と
議
論
の
場
を

も
ち
ま
す
。

公
的
な
歴
史
や
大
き
な
物
語
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
、
そ
れ
ゆ
え
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
出

来
事
と
そ
の
記
憶
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
憶
を
聞
き
と
り
、
引
き
う
け
、
わ
が
こ
と

と
し
て
受
け
つ
ぐ
試
み
が
、
近
年
多
く
の
場
面
で
行
わ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
考
え
て
み
た
い
の
は
、
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
か
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
差
別
や
暴
力
の
経
験
、
負
の
記
憶
に
結
び
つ
い
て
い
る

た
め
に
、
あ
る
い
は
今
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
新
た
な
暴
力
や
差
別
を
引
き
起

こ
し
か
ね
な
い
た
め
に
、
思
い
出
す
こ
と
や
語
る
こ
と
自
体
が
現
在
で
も
困
難
で
あ

る
よ
う
な
出
来
事
と
そ
の
記
憶―

ト
ラ
ウ
マ
的
な
記
憶―

に
つ
い
て
で
す
。

た
と
え
ば
、
差
別
の
経
験
や
、
国
と
国
の
あ
い
ま
に
あ
る
中
間
的
な
場
所
の
記
憶
な

ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
・
想
起
す
る
・
言
及
す
る
こ
と
自
体
が
、
当

事
者
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
研
究
者
に
と
っ
て
も
む
ず
か
し
い

と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
に

つ
い
て
語
り
、
聞
き
、
話
す
た
め
の
場
所
が
必
要
だ
と
も
言
え
ま
す
。

で
は
実
際
に
、こ
う
し
た
経
験
と
記
憶
に
つ
い
て
は
、ど
の
よ
う
な
試
み
や
ア
プ
ロ
ー

チ
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
記
憶
を
ア
ー
カ
イ
ブ
す
る
装
置
と
し

て
の
芸
術
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
集
団
的
と
い
う
よ
り

も
個
的
な
記
憶
、
言
語
的
・
歴
史
的
史
料
と
い
う
よ
り
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
視
覚

的
資
料
、そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
モ
ノ
」
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
う
し
た
実
践
が
、

い
ま
ど
の
よ
う
に
可
能
な
の
か
。
異
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
を
対
象
に
、
忘
れ
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
経
験
と
記
憶
に
つ
い
て
の
研
究
や
表
現
活
動
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
方

た
ち
を
お
迎
え
し
、
語
る
こ
と
、
想
起
す
る
こ
と
、
聞
き
と
り
・
引
き
う
け
・
受
け

つ
ぐ
こ
と
の
可
能
性
と
そ
の
具
体
案
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。　

　
　
　
　

｜
芸
術
資
源
研
究
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ン
タ
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教
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知
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｜

韓国，大田に残る鉄道官舎村「蘇堤洞（ソジェドン）」

韓国，釡山の峨嵋洞

京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員。美術・舞台芸術批評。ウェブマガジン artscape にてレビューを連載中。
企画した展覧会に，「Project ‘Mirrors’　稲垣智子個展：はざまをひらく」（2013 年，京都芸術センター），「egØ－『主体』
を問い直す－」展（2014 年、punto、京都），大坪晶「Shadow in the House」展（2018 年，京都市立芸術大学 小ギャラリー）。
共著に『身体感覚の旅 ― 舞踊家レジーヌ・ショピノとパシフィックメルティングポット』（2017）。

高嶋 慈｜TAKASHIMA Megumi
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収
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占領期の日本で，将校用家族住宅として GHQ に接収された個人邸宅である「接

収住宅」。20 世紀初頭の朝鮮半島で，鉄道路線の中継地点として日本人が作った街，

大田（テジョン）。植民地期の釜山に住んだ日本人の墓地を土台にし，朝鮮戦争の

避難民がバラックを建てて住んだ「峨嵋洞（アミドン）」。日本の中の「アメリカ」と，

朝鮮半島の中の「日本」。アーカイブに保存された写真イメージに残る「占領」の

記憶。今も人が住む住宅，無人の廃屋，リノベーションされた店舗，再開発が同

時進行し，忘却，融合と共存，上書き，転用，そして抹消という複数のレイヤー

が共存する空間。

批評家として美術作家のリサーチに並走するなかで見えてきた，入れ子状になっ

た「占領」の記憶について，「トラウマ的な負の記憶が堆積する場所」としてのアー

カイブと建築物を通して考えます。アメリカ国立公文書館が所蔵する「接収住宅」

の写真資料と，韓国の大田に現存する日本家屋や住居の一部となった墓石の事例

とともに，アートを通して負の記憶に対峙することの可能性や意義について考え

ます。合わせて，9 月に行った韓国現地レポートも交えてお話しします。

―「向こう側」から日本を見る（視差）parallax
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「
向
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う
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見
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シリーズ：トラウマとアーカイブ


