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さいたまで
新春対談

今
年
は
3
年
に
1
度
の

さ
い
た
ま
国
際
芸
術
祭

（
以
下
、
芸
術
祭
）
の
開
催
年
で
す
。

「
わ
た
し
た
ち
」
を
テ
ー
マ
に
、

10
〜
12
月
に
市
内
各
所
で

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
発
表
さ
れ
ま
す
。

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て

こ
の
テ
ー
マ
を
選
び
、

全
体
を
統
括
す
る
の
が
、

現
代
ア
ー
ト
チ
ー
ム
目
﹇
mé
﹈。

そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
3
人
と
清
水
市
長
が
、

芸
術
祭
の
会
場
の
一
つ
で
あ
る

Rレ

イ

ボ

ッ

ク

a
i
B
o
C
Hホ

ー

ル

a
l
l
に
て

意
気
込
み
と
期
待
を
語
り
合
い
ま
す
。

出
会
う
新
し
い
ア
ー
ト

市
民
参
加
型
の
イ
ベン
ト

│
さ
い
た
ま
市
は
文
化
芸
術
活
動
が

　
盛
ん
で
す
ね
。

市
長
　
文
学
や
音
楽
、
美
術
、
芸

能
、
茶
道
に
華
道
、
書
道
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
化
芸
術
活
動
を
し
て
い

る
市
民
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
例
え
ば
、「
市
美
術
展
覧
会
」

は
毎
年
7
0
0
点
前
後
が
出
品
さ

れ
ま
す
。
小
・
中
学
生
を
対
象
に
し

た
演
奏
技
術
を
競
う
「
市
ジ
ュ
ニ
ア

ソ
ロ
コ
ン
テ
ス
ト
」
で
は
、
毎
年
お

よ
そ
5
0
0
人
の
児
童
・
生
徒
が

参
加
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　
そ
う
い
う
土
壌
を
活い

か
し
て
ま
ち

づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
と
、
平
成
24

年
に
「
さ
い
た
ま
市
文
化
芸
術
都
市

創
造
条
例
」
を
施
行
し
ま
し
た
。
こ

の
条
例
に
基
づ
い
て
計
画
を
策
定
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目［mé］

アーティストの荒神さん、ディレクターの南川
さん、構想を形にするインストーラーの増井
さんの3人が中心メンバー。手法やジャンル
にはこだわらず、展示空間や観客の反応を
含めた状況、導線を重視する。

荒神明香さん／南川憲二さん／増井宏文さん

現代アートチーム



新春対談

さいたまで出会う新しいアート

さいたま市長
清水勇人

市文化芸術都市創造条例と市文化芸術都市創造条例と
市文化芸術都市創造計画市文化芸術都市創造計画

本市は、盆栽、漫画、人形、鉄道をはじめとする文化芸術に関す
る多彩な地域資源を活

い

かし、「生き生きと心豊かに暮らせる文化
芸術都市」を目指して、まちづくりを進めています。条例に基づ
き策定した計画では、市民を主体としたさまざまな事業に取り組
んでいますが、なかでも、「さいたま国際芸術祭」は文化芸術都市
創造の象徴的・中核的な事業として位置付けられています。

開
催
し
て
い
て
、
今
回
で
3
回
目
で

す
。
市
民
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
そ
し

て
地
域
が
交
流
す
る
機
会
を
設
け
、

「
共
に
つ
く
る
、
参
加
す
る
」
市
民

参
加
型
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
旧
市

民
会
館
お
お
み
や
を
メ
イ
ン
会
場
に

市
内
各
所
で
開
催
し
ま
す
。
全
体
を

統
括
す
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
役
割

は
、
公
募
を
経
て
目
﹇
mé
﹈の
皆
さ

ん
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

「
私
」
を
客
観
的
に
見
る

│
「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
テ
ー
マ

　
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
込
め
ら
れ

　
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

南
川
　
今
、気
候
変
動
や
社
会
格
差
、

分
断
、
戦
争
な
ど
、
私
た
ち
自
身
の

関
わ
り
を
抜
き
に
語
れ
な
い
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

世
界
を
い
か
に
自
分
自
身
の
こ
と
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
問
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
問
題
提
起
と
し

て
、「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
提
案
し
た
ん
で
す
ね
。
私
と
い

う
主
体
か
ら
一
歩
引
い
て
、
私
を
も

う
少
し
客
観
的
に
見
た
「
わ
た
し
た

ち
」
を
見
る
。
そ
ん
な
機
会
を
今
回

の
芸
術
祭
で
届
け
た
い
で
す
。

作
品
を
作
り
や
す
い
環
境

―
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
さ
い
た
ま
は

　
ど
ん
な
場
所
で
し
ょ
う
か
。

荒
神
　
自
然
の
近
く
で
考
え
ご
と
を

で
き
る
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
自

然
豊
か
な
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
ま
す
。

作
品
の
構
想
を
す
る
と
き
に
、
川
の

流
れ
を
じ
っ
と
見
た
り
、
広
い
田
ん

ぼ
の
中
で
ぼ
ー
っ
と
し
た
り
と
い
う

こ
と
を
、
よ
く
や
る
ん
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
日
々
の
課
題
や
悩
み
が

ふ
っ
と
消
え
る
瞬
間
が
あ
っ
て
。

増
井
　
私
は
、
作
品
を
作
る
の
に
す

ご
く
協
力
的
な
ま
ち
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
さ
い
た
ま
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

2
0
1
6
で《
E
l
e
m
e
n
t
a
l 

D
e
t
e
c
t
i
o
n
》（
P4
）
と
い

う
市
民
参
加
型
の
作
品
を
作
っ
た
ん

で
す
。
こ
の
と
き
、市
民
や
事
務
局
、

市
役
所
の
方
々
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
手
伝
い
、
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
、

創
作
に
全
力
投
球
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

市
長
　
あ
の
作
品
は
、
す
ご
く
イ
ン

パ
ク
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
緑
の
中
を

く
ぐ
っ
て
い
く
と
、
沼
に
し
か
見
え

な
い
空
間
が
現
れ
て
、
で
も
、
そ
の

水
面
を
歩
く
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
と
て
も
不
思
議
な
体
験
を
し
ま

し
た
。
目
﹇
mé
﹈の
皆
さ
ん
の
作
品

は
、
出
会
い
が
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
は
、
意
識

し
て
い
る
ん
で
す
か
。

南
川
　
ア
ー
ト
を
専
門
と
す
る
方
に

限
ら
ず
、
お
か
ん
が
つ
っ
か
け
履
い

し
、
盆
栽
や
漫
画
、
人
形
、
鉄
道
と

い
っ
た
地
域
に
根
差
し
た
文
化
を
継

承
し
つ
つ
、
新
し
い
文
化
を
創
造
で

き
る
都
市
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。

　
芸
術
祭
は
、
そ
の
象
徴
的
な
事
業

と
言
え
ま
す
。
概
ね
3
年
に
一
度
、

「
生
活
都
市
さ
い
た
ま
」
を
舞
台
に

3 市報さいたま



が
あ
る
ん
で
す
よ
。
自
分
と
関
わ
り

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
視
点

で
見
る
こ
と
が
、
ア
ー
ト
の
一
つ
の

楽
し
み
方
な
の
か
な
。

増
井
　
作
品
に
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

か
が
ギ
ュ
ッ
と
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

他
の
人
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
世
界
を

見
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
の
ぞ
き
込

む
よ
う
な
気
持
ち
で
作
品
を
見
る

と
、
楽
し
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。

市
長
　
文
化
芸
術
が
持
つ
力
を
使
っ

て
、
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
福
祉
や
産

業
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
活
性
化

や
発
展
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
文
化
芸
術
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
気
付
き
を
得
て
、
そ
れ
を
自
分

て
見
に
行
こ
う
と
思
え
る
よ
う
な
も

の
を
作
ろ
う
と
心
掛
け
て
い
ま
す

ね
。

市
長
　
そ
ん
な
皆
さ
ん
が
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
を
務
め
る
芸
術
祭
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
、
非
常
に
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。

新
し
い
目
線
を
得
ら
れ
る
場
に

―
市
民
の
皆
さ
ん
に
芸
術
祭
を

　
ど
う
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
か
。

荒
神
　
ア
ー
ト
っ
て
聞
く
と
、
と
っ

つ
き
に
く
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
常
識
や

言
葉
が
違
う
外
国
の
人
た
ち
の
作
品

で
あ
っ
て
も
、
自
分
と
す
ご
く
関
係

し
て
見
え
て
く
る
、
そ
う
い
う
瞬
間

た
ち
の
日
常
に
ど
う
活
か
し
て
い
く

か
考
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
重
要

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
芸
術
祭
は
、
そ
の
た
め
の
き
っ
か

け
と
な
る
活
動
で
す
。
会
場
を
訪
れ

る
こ
と
で
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な

出
会
い
が
あ
る
は
ず
で
、
自
分
の
中

に
眠
っ
て
い
る
新
し
い
感
性
や
価
値

観
な
ど
を
発
見
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

荒
神
　
芸
術
祭
を
と
お
し
て
、
生
ま

れ
た
て
の
赤
ち
ゃ
ん
や
幼
い
子
ど
も

の
よ
う
に
新
鮮
な
目
線
で
こ
の
世
界

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
も
の
す
ご
い
可
能
性
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で
す
。
新
し

い
目
線
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
場
に
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

南
川
　
芸
術
祭
の
掲
げ
る
「
共
に
つ

く
る
、
参
加
す
る
」
に
対
す
る
答
え

を
、
自
分
た
ち
な
り
に
考
え
、
発
信

し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
市
民
の
皆

さ
ん
に
主
体
的
に
見
て
も
ら
う
、
あ

る
い
は
制
作
に
参
加
し
て
も
ら
う
状

態
を
作
り
た
い
で
す
。
鑑
賞
す
る
人

が
い
な
い
と
、
芸
術
は
成
立
し
な
い

の
で
、
多
く
の
方
に
見
に
来
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
。

市
長
　
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に
参

加
し
て
楽
し
ん
で
も
ら
う
だ
け
で
な

く
、
文
化
芸
術
活
動
を
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

さいたま国際芸術祭 のこれまでさいたま国際芸術祭 のこれまで

1 目 [mé]、《Elemental Detection》、Photo:Natsumi Kinugasa  
2 アピチャッポン・ウィーラセタクン、《Invisibility》からのフィルムス
   チール 2016、Photo: Chai Siris  
3 チェ・ジョンファ、《息をする花》、Photo:KUTSUNA Koichiro,Arecibo
4 向井山朋子、《ＨＯＭＥ》パフォーマンス、Photo:KITA Naoto

5 フランク・ブラジガンド、《日常の修復 - 旧大宮区役所》、Photo：丸尾隆一
6 平川恒太、《太陽の民 顔ハメパネル》、Photo：丸尾隆一 
7 DamaDamTa l ＋ひまわり特別支援学校全校生徒《ひまわり～
    Improvisation in the park ～》 
8  「I can speak ー想像の窓辺から、岬に立つことへ」、久保寛子、《ハイ
    ヌウェレの彫像》、Photo：丸尾隆一 

3回目の開催となる今年のさいたま国際芸術祭。
過去作品を見逃してしまった方のために、一部作品を紹介します。

目［mé］も
参加していました

1

3

2

4 7

6

8

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
映
画
監
督
の
遠
山
昇
司
氏
。

42
組
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
き
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
30
日
間
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
芸
術
祭
監
督
経
験
が
豊
富
な
芹
沢
高
志
氏
。

34
組
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
き
79
日
間
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

２０２０２０２０年年 テーマ 「花／ｆｌｏｗｅｒ」２０１６２０１６年年 テーマ 「未来の発見!」

5
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詳しくは、文化政策室へ。　Ｔ829・1225　Ｆ829・1996
新春対談

さいたまで出会う新しいアート

5 市報さいたま
市報さいたまの感想を「# 市報さいたま」をつけて Twitter で投稿してください！ 

市ホームページやはがき（〒 330-9588 浦和区常盤 6-4-4 広報課）でもお待ちしています。

さいたま国際芸術祭は「共につくる、参加する」という市民参加型の芸術祭。
多様なプログラムのなかでも、どなたでも参加しやすい「市民プロジェクト」を紹介します。

さいたま国際芸術祭２０２３の市民プロジェクトさいたま国際芸術祭２０２３の市民プロジェクト

１ 創発 inさいたま１ 創発 inさいたま
市内外で活躍する美術家たちと市民活動を行う
人々の協働を促し、ギャラリーや美術館、大学との
連携など、地域に新たな創発を起こします。

3 アーツさいたま・きたまち3 アーツさいたま・きたまち
会期中、北・大宮区等の商業施設や文化施設を拠点
としたアートカー・自転車のキャラバン走行、本市
に滞在するアーティストによる作品制作を行いま
す。

4 公募プログラム4 公募プログラム
公募にて選ばれた市内の文化芸術活動を対象に、広
報協力や費用補助など、市内外に発信するためのサ
ポートを行います。

5 応援プロジェクト5 応援プロジェクト
芸術祭の開催趣旨に賛同し、2023年のテーマであ
る「わたしたち」を踏まえた文化芸術に関連した事
業を認証し、広報の相互協力を行います。

6 市民サポーター事業
芸術祭の運営に携わる市民サポーターを募集し、そ
の活動を支援します。また、文化芸術のネットワー
クを作り、芸術祭閉幕後もコミュニティの継続・拡
大を目指します。

2 さいたまアーツセンター2 さいたまアーツセンター
 プロジェクト2023 プロジェクト2023＊＊
 (SACP2023 (SACP2023＊＊））
音楽のライブやアート関係者によるレクチャー、実
際にアート制作に携わるなど、日常生活のなかで
アートに参加する機会を提供します。

さいたま国際芸術祭では、世界で活躍するアーティストの作品を直近に感じ
られるだけでなく、自ら参加することができ、誰もがアートにあふれた豊か
な暮らしを感じることができます。なかでも市民プロジェクトは、これま
で文化芸術活動に取り組んできた方も、これから取り組んでみようという
方も、市民が主体となって参加できる６つの機会と場を提供します。

公募プログラムのイメージ

公式Twitter
＠art_saitama

公式Facebook

公式Instagram
＠artsaitama

今月の表紙

さいたまの
新しい一面を

見つけよう

詳しくは、（公財）市文化振興事業団 国際芸術祭推進課 （Ｔ767・5411【日・月曜日、祝・休日（月曜日が祝・
休日の場合はその翌日）を除く】、Ｆ767・5351）へ。

会期
10月7日（土）～12月10日（日）
［65日間］

テーマ
「わたしたち」

目的
❶ 「さいたま文化」の創造・発信
❷ さいたま文化を支える「人材」の育成
❸ さいたま文化を活

い

かした「まち」の活性化

会場
メイン会場
旧市民会館おおみや（大宮区下町）
その他会場
R
レイボック

aiBoC H
ホール

all（大宮駅東口・大宮門街）
大宮盆栽美術館（北区土呂町）
漫画会館（北区盆栽町）
岩槻人形博物館（岩槻区本町）
鉄道博物館（大宮区大成町）
埼玉県立近代美術館（浦和区常盤）
うらわ美術館（浦和区仲町）
市文化センター（南区根岸） など

さいたま国際芸術祭 2023 開催情報さいたま国際芸術祭 2023 開催情報

Photo：Shunya.Asami
体験型ワークショップ事業のイメージ


