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CAIR (Campus Artist in Residence) は、2019年 か
ら毎年2月に筑波大学で開催されてきた学生アーティスト・イ
ン・レジデンスである。海外の美術系大学生と筑波大学で芸
術を学ぶ学生とが滞在制作から作品展示までを共に行い、互
いに交流を深める中で、参加者1人ひとりが新しい価値観や表
現を獲得する機会となってきた。

CAIR (Campus Artist in Residence) is an art-
ist-in-residence programme that has been held 
each February since 2019 at the University of 
Tsukuba, Japan. It has provided opportunities for 
student artists from across the globe and the 
University of Tsukuba to gain new ways of 
expression/thinking/perceiving by producing art 
and exhibiting it while enriching their interac-
tions.

初年度は参加学生が大学院生中心ということもあり、実験的な
年でもあった。この企画はスタジオでの7日間の公開制作と、2
日間の成果発表からなった。展示は、筑波大学の体育・芸術エ
リアから各アーティストが選んだ場所で行った。

The first year was also an experimental, as the par-
ticipating students were mainly graduate student. 
The project consisted of seven days of public work 
in the studio and two days of results presentations. 
The exhibition was displayed at a location chosen by 
each artist from the art and physical education area 
of the University of Tsukuba.

テーマは「Interaction」で、人と人との対話や交流を通した相
互作用がねらいだった。ペアシステム、鑑賞者も巻き込んで意
見共有するコメントボードなどを通して、多様な人々が互いに
影響し合い、それぞれの世界が広がってゆくような場となること
を目指した。

The theme was 'Interaction', to create dialogue and 
communication between people. The intention was 
to establish a space where diverse individuals could 
impact one another and learn through various 
means. Introduced the buddy system and a com-
ment board was utilised as a platform for exchang-
ing thoughts with audiences.

COVID-19の拡大によって国内外から人を集めるのが困難な
状況となり、初めてオンラインで開催された。参加者はZoom
等を用いて交流を深め、様々なイベントを行った。昨年とは大
きく異なる状況で試行錯誤の連続ではあったが、画期的で意義
のある年だった。

CAIR 2021 was held online for the first time, because 
of the expansion of COVID-19. Participants used 
Zoom and other tools to interact and held various 
events. It was a groundbreaking and significant year, 
although everything as different from last time and 
there was a lot of trial and error.

CAIR2021と同様にオンライン開催となった。レジデンス期間
を2週間から2ヶ月に延長するなど、オンラインでのより良い交
流のあり方が模索された。展覧会では各アーティストペアの
作品だけでなくキュレーターによるステートメントも展示さ
れた。

CAIR2022 has been conducted via online platforms 
as with CAIR2021. Better ways of interacting online 
were explored, such as extending the residency 
period from two weeks to two months. In the exhibi-
tion, we exhibited not only the work of artists but 
also statements by curators.

‘ペア・システム’とは？
What is 'Buddy-system'?

 CAIRでは、海外と筑波のアーティストペア
と、彼らの担当キュレーターとが一つのチー
ムとして協働するシステムを導入してきた。
学生たちの交流と互いの関わりを大切にする
CAIRにおける、核とも呼べるシステムとして
効果を発揮した。

In CAIR programme, the artist buddies 
between International and Tsukuba and 
their curators have been collaborating as a 
team. This system worked effectively in 
CAIR which communication and relationship 
between students are regarded as the 
priority.

Theme: My context Theme: Interaction





これまで 4 回実施されてきた CAIR を改めて振り返る展覧会であ
る「Outcome Together：CAIRx3」が、イギリスの UCL に
おいて開催された。会場では各年の作品や交流の様子を写した画
像 が「Making Together」「Talking Together」

「Changing Together」「Reflecting Together」「Being 
Together」の大まかなグループに分けて並べられ、更に以前
CAIR に学生アーティストとして参加したチェルシー・クーンの映
像作品や、ヴァネッサ・リムの当時の作品のリメイク、ジェマイマ・
ルーカスと伊藤真生のペアによるインスタレーションの映像、ガン
バヤル・ドルジオンとレベッカ・マーティンのペアによる映像作品
も展示された。

"Outcome Together: CAIRx3", an exhibition 
looking back at the four previous CAIR was 
held at UCL in the UK. In the exhibition space, 
photos of the work and exchanges from each 
year were exhibited in broad groups - "Ma-
ki-ng Together", "Talking Together", "Cha-
nging Together", "Reflecting Together" and 
"Being Together". And there were some 
works of artists who participated in the past 
CAIR, Chelsea Coon's video work, a remake 
of Vanessa Lim's work, a pair's installation 
movie by Jemima Lucas and Mao Ito, a 
pair's video works by Ganbayar Dolgion 
and Rebecca Martin.



プ ジェクトとしてのチームとシステムを作る
2020年からは 生のオー イ の で、「 ジ
ト」として に けての目 を め、方 けを
し実行していく「 ーキン ーム」の体制を るとこ

か ら っ た。CAIR2020の テ ー マ は
「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞
者の 者が相互作用して るシステムを作り て
いった。筑波の学生と 外の学生がペアになって
のキュレーターがつき、互いの制作から生 でを け
合う「バディシステム」。オー ンスタジオ期間の 日
の制作 に 日の を り る「リ レ シ ン
タイム」。その 、 ーキン タイムを けての時間
や、 会「Crits」、 を深めながら きするシ ート
トリ などを実 した。

Rのキ レーターとしての
CAIR2020での のキュレーターとしての は、公  
Twitterの 用、 アーティストの / を
期間中の ートと 、展示来場者へのアン ート作
成、 画から 出 での展示作 、展示 の作成
と 、来 場 者 へ の 企 画 と通 など の 内、 
Google ドライ などの 、 タ 作成のための
データ 集と などであった。CAIRの「キュレー
ター」は、 ジ トに る( 生の してくださ

る会 や 外との 外、デ イ ーの うデ インなど
を く)あらゆる を して行う。企画や
の 模が大きければ ディレ ター、キュレー

ターにも ー がいて、エディター、 ラン ー、テ
シ ン、インストーラー、エデュ ーターなど とに

にあたることもある。しかし多くの実 の ジ
トは大きな を つことはでき 、広義の「キュレー

ター」がそれらを っていることだ う。 外と して
日 の学芸 は「 芸 」などという話も くが、それ
は かな で って 体を していることの
み ねが ジ トの 行と成立を ているからだ
と られる。そのような実 に かなければ からな
い体験をできたこともCAIRのキュレーターとして られ
たことの つである。

「 nteraction」を振り返って
アーティスト・イン・レジデンス( 、「AIR」)の は、外

アーティスト同 が会 なくても交流ができるように、
年よりも長い 期間と2週間の制作期間を けて
期的にzoom等を用いて、大きな時 の合間で連 を

り合った。バディ とに鑑賞者に けて、アーティスト
の 心や をもとに交流する 会を作ったり見せた
りするためのオンライン ラムの企画などもした。
オンラインであることからバー 展示の 、SNSを

用した情 発 にも を れて、 しくInstagramと
YouTubeを した。 は 年 から き続 い て
Twitter として、14日間のオー ンスタジオ期間に
バディ との 日 の も った。 イートの
には、 キュレーターから かった ての を

の の中で共通の ーマ トに めて も
行なった。 たオンラインに いては、データ もよ
り になる。作品そのものである イ から広

、各 体の共同ア ント で、アー イ 作
の イドラインを して した。

しているが のものとしての R
キュレーター 験の い中で、 年やっと作り めたシ
ステムをもとに出てきた 続したい や を い
て、 たなシステムを から作っていかなくてはならな
いストレスは う でもなく大きなものだった。 り

れば、 にAIRを るのにアーティストが でき
ないことへの など る もなく、 く のもの
として、しかし 続している ラムとして、CAIRを成
立させるために っていた状 だったと う。
参加アーティストもキュレーターも 集 ることなく、

の生 を続けている合間の時間で、参加者によっ
ては ではない で初対 の人間同 が画 越し
に交流をすること 体が難しい。そこに年 や 験

が加 られ、キュレーターも して 的になり、
キュレーターとしての や 意義が展示にあ り

されていなかった。この はCAIR2022に け
がれ、 が試みられた。交流 ー の模索やバー

展示の など、オンラインでの に がな
かったという けではない。それでも たCAIRを実

できるのなら、対 でと できる。これが 初から
参加していた にとってCAIRの る き なのだと

る。

sation was significant. This probably relates not 
only to communication between humans but 
also to the significance of viewing actual art-
works on-site.

Part 3: The future of CAIR
a  rt in Re idence  R

CAIR could also be referred to as Campus Art 
in Residence = CAIR , which facilitates an ex-
change of people involved in art on campus. If it 
is just a name, the minimum re uirement is ful-
filled if the artist-in-residence on campus 
henceforth AIR  part of the name is consid-

ered. ven if the campus is not the University of 
Tsukuba, it could be UC  or any of the other 
universities that have participated in the project 
so far, if it is an AIR involving a campus.
It is important for the name, logo, and concept 
of the project to have a clear minimum that will 
not be changed, while the rest of the project 
can be adapted each year depending on the 
changing members and current situation. This 
'minimum' refers to the value of CAIR itself. o 
far, CAIR Campus Artist in Residence Pro-
gramme  has been simply described as a pro-
gramme that aims to invite students from over-
seas art universities to the University of Tsuku-
ba to interact with students studying art at the 
University of Tsukuba . owever, the pro-
gramme has evolved, due to some factors such 
as the inability to invite students to Tsukuba 
University on-site, resulting in the exhibition 
and discussions of the results being held in the 
U  instead. Despite the changing form, there 
should be aspects that become visible through 
the continuity and accumulation of CAIR, which 
has become established as a regular event and 
gained recognition among people.
During our visit to UC  in the U , we experi-

enced something like a 'curator-in-residence', 
even though it was not a residency. Re ecting 
on the curation we have done and exchanging 
opinions and information with the UC  students 
of the same field of study is similar in some 
ways to what we gain from AIR. CAIR can be 
include everything that will be changing, de-
pending on the attributes and interests of the 
students gathered on each occasion, CAIR 
could include everything that changes, from art-
ists' residencies in various locations to practic-
es and discussions aimed at curatorial develop-
ment to the programme to reach out to the au-
dience, which we have been aware of its impor-
tance many times so far. 
One of the challenges that will arise when CAIR 
becomes an ongoing programme is the con-
stant turnover of curatorial students. ven if 
they have participated in several CAIR in a row, 
when they leave the university they must leave 
CAIR as well. It would be a waste to lose the 
opportunity to take over the know-how that has 
been accumulated so far and further refine it as 
an individual. ven after three years, including 
myself, I often must face new challenges as a 
novice when it comes to curation. Until now, the 
responsibility for organising such inexperienced 
students and managing important aspects such 
as accounting and liaising with overseas part-
ners has fallen to the teachers and the graduate 
students. To continue to transfer the know-how 
on curation and CAIR without being restricted 
to campus, it may be necessary to create a 
system of organisation and secretariat that is 
not dependent on a specific university in terms 
of its budget and staff. Although various chal-
lenges will arise from a practical point of view, I 
would like to gain further experience in curation 
and give back to CAIR so that it can continue 
while evolving and developing.

and engaged with each other. Buddy system  
was established, pairing Tsukuba students and 
international students with a curator who was 
in charge, to help each other with everything 
from production to daily life. Re ection time  
was also allocated to review the day's progress 
after each day's production during the open 
studio period. Other activities included the time 
management with working hours, a criti ue 
session Crits , and short trip to relax while get-
t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  b e t t e r .

 ro e a  a c rator at R
y role as a curator at CAIR2020 included man-

aging the o cial Twitter feed, supporting, and 
documenting the artists who I assigned to the 
project throughout its duration, including pre- 
and post-production, creating uestionnaires 
for exhibition visitors, working on the exhibition 
from planning to take-down, creating and man-
aging exhibition panels, explaining the project 
to visitors, and guiding them through it, includ-
ing interpretation. CAIR curators were responsi-
ble for all the tasks involved in the project ex-
cept for a few, such as accounts managed by 
the teacher, international liaison, and design 
work undertaken by the designer , which are 
divided up as appropriate. If the project or orga-
ni ation is large, there may be a general direc-
tor, a chief curator, and speciali ed roles such 
as editor, planner, technician, installer, and edu-
cator. owever, many actual projects cannot 

have a large organisation and are probably han-
dled by its curators in the broad sense of the 
term. Compared with their counterparts over-
seas, apanese curators are sometimes referred 
to as 'miscellaneous curators', but this is 
thought to be because they are involved in even 
the smallest tasks and have an overall grasp of 
the project, which supports the progress and 
success of the project. One of the things I 
gained as a CAIR curator was the opportunity to 
experience what would not have been possible 
without such practical work.

Reflection  on the nteraction
The essence of an artist-in-residence hence-
forth 'AIR'  is the process by which the ex-
change of experiences between visitor and host 
is made visible in the form of artworks and ex-
hibitions. I think this idea was conveyed 
through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. 
Regarding the interaction between artists, I had 
the feeling that it manifested itself in different 
ways depending on the individuality of each pair 
buddy . On the other hand, there were still 

issues regarding how to present it and how to 
engage with the viewers. During the open 
studio, a 'comment board' was set up where 
visitors could leave comments and the people 
involved could reply. Additionally, uestion-
naires were distributed during the exhibition 
period. owever it was di cult to gather su -
cient uality feedback to ualify as an interac-
tion by merely asking visitors to comment 
here . There was also a lack of publicity and 
promotion to encourage people to come to the 
open studio in the first place. urthermore, the 
short exhibition period of only one day may 
have made it impractical for people to look at 
the uestionnaire before giving feedback.

ha enge  on n ine 

Under the theme of Correlate,  CAIR 2021 
aimed to improve on the previous year's re ec-
tions, including the approach to viewers. ow-
ever, the world is amid the COVID-19 pandemic, 
and we had to start from scratch again online, 
where none of our previous methods would 
work.
To enable the artists to communicate with each 
other, even if they couldn't meet, we had a 
longer preparation period than the previous 
year and a two-week production period. e 
regularly communicated with each other de-
spite the large time differences, using Zoom 
and other methods. e also organised an 
online program for each artist buddy to create 
and provide opportunities to interact with each 
other based on the artists' interests and fea-
tures for the viewers.
In addition to the virtual exhibition, we focused 
on disseminating information using social 
media, including the newly introduced Insta-
gram and ouTube. I oversaw Twitter, continu-
ing from the previous year, and was responsible 

から ねる者/ る者の間で生 れる交流体験が、作
品や展示として見 るものにする にある。その意

がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れて
いたと う。アーティスト同 の交流については、ペア
(バディ) との によって異なる で実 できた実
が てた。 方、それの見せ方や鑑賞者との交流につ
いては が った。オー ンスタジオでは、 れた人
がコメントを し、それに対して 者が すること
ができる「コメントボード」を け、展示期間中のアン

ートを していた。 実には、ただ「ここにコメント
してね」だけでは相互作用となりうる どの の い

ィードバ を集めることも難しかった。そもそもオー
ンスタジオに来てもらうための広 も してい

た。アン ートについては、展示会期が 日のみと
かったことも、意見を 集すること に見てもらうこと
として 実的でなかったのかもしれない。

オン インでの
CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へ
のア ー をは めとして 年度 での を
て していこうとしていた。しかし世界中はコ
の っ 中で、これ でのやり方が 通用しないオン
ラインで から めるしかない。

for managing the daily posts for each buddy 
during the 14-day Open tudio period. I also 
edited all the tweets submitted by the curators 
in a standard format within the prescribed 
number of characters. Data management was 
also more critical online, and guidelines were 
set for archiving and managing everything from 
the film files to the publicity materials and joint 
accounts of the various media.

R a  a ontin ation t o ething o ete-
 i erent

It goes without saying that the stress of having 
to create a new system from scratch, leaving 
aside the points for continuity and improve-
ments that had emerged based on the system 
we had finally started to create the previous 
year, with little experience as a curator, was sig-
nificant. ooking back, I don't think we had time 
to think about the discomfort of not being able 
to have artists stay at the residency, especially 
when we called ourselves AIR. owever, we 
were striving to establish CAIR as a completely 
different, yet ongoing programme.
It was challenging for the participating artists 
and curators to meet each other for the first 
time through the screen in a language that was 
not the mother tongue of some participants, 
with time one differences. Coupled with the 
differences in age and experience, the curators 
also atrophied and became passive, and their 
work and raison d'etre as curators were not well 
re ected in the exhibition. CAIR 2022 took on 
this issue and attempted to make improve-
ments. This is not to say that the online chal-
lenges were not valuable, such as the search 
for interaction tools and virtual exhibition 
know-how. evertheless, if I were to conduct 
CAIR again now, I would opt for a face-to-face 
format. This is the way CAIR should be for me, 

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: 
CAIR x3'

rti t to arti t co nication and on ine
During 'Outcomes Together  CAIRx3', we pre-
sented our experiences so far at CAIR and en-
gaged in informal discussions with UC  stu-
dents as we walked around the classroom and 
exhibition space. The students asked us many 

uestions and their feedback on the work pro-
duced, the advantages disadvantages of virtual 
exhibitions, and budgets.
One thing that left a lasting impression was the 
discussion that developed during the re ection 
time  that took place after the daily production 
activities during the Open tudio period at 
CAIR2020. After reviewing the day's activities, 
the artists talked about their usual activities 
and casual topics ranging from future goals to 
love stories over snacks, which encouraged 
interaction. The purpose of the re ection time 
was to share the day's activities, check the 
work done, create an opportunity for semi-man-
datory conversation amongst the buddies, keep 
a record of the work done, and manage life by 
breaking down the work. The uestion which 
was asked by a student about how the re ec-
tion on the day's production led to casual and 
private conversations is related to the nature of 
AIR. If you come together to produce with dif-
ferent backgrounds, this will manifest itself in 
expressive techni ues and themes. or exam-
ple, with my buddy, as we talked about why we 
used the techni ues we did and why we chose 
the themes we did, the conversation naturally 
shifted from experiences related to the themes 
to our own culture and what kind of life we lead 
and what kind of things we are interested in. As 
they re ected on their day-to-day work and 

Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」で
のディスカッション
アーティスト の ーションとオン イン

「Outcomes Together  CAIRx3」で は、こ れ で の
CAIRでの 験を レ ンテーシ ンして、 ジュア に

と展示会場を き りながら 地の学生とディス
シ ンを行なった。学生からは、制作された作品の
、バー 展示のメリ ト/デメリ ト、 のこと

など、多くの と が せられた。
つ に っているのはCAIR2020にてオー ンス

タジオ期間の 日の制作 に行なっていた「リ レ
シ ンタイム」から発展した話し合いである。 レ

ンテーシ ンに いては、 日の を り った に、
を ながら の や、 来の目 から

バ での ジュア な話をしたことによって交流が
されたということを話していた。 時リ レ シ ンタイ
ムを けた目的としては、その日の を共有すること
でやった を しながら 制的にバディの中で
会話をする 会を作ることとその を すこと、作
に りをつけて生 を することとしてあった。学
生から のあった「 日の制作の り りがどのよう
に ジュア で ライベートな話にもつながっていたの
か」ということは、AIRの が る。それぞれ異な
る を って集 り制作をしていれば、表 や
テーマにそれが れる。 ば の バディでは、
制作についてどうしてその を用いるのか、な その
ようなテーマを ったのか、と話しているう に、テーマ
に る体験から、 の つ の話に り、どんな
生 をしてどんなことに を っているのか、と
に話が っていた。 日 とに 共に行なった作
を り って、 かい を して話すう に、制作
に のないことにもアーティスト同 で共通 や相

を見出しながら情 を交 し、 たな表 を開 する
けとなることがあるのかもしれないと話をした。

しかしそれはオンラインでもすることは であるように
る。実 、CAIR2021の 中で を試みたことも

あったがう くいかなかった。 として、 したよう
に れない で、それぞれが続けている生 の時 、
年 や 験の というのも かにあった。それでも、
に様々なオンライン を ている た は、同 国と

talked about the detailed processes they and 
others had gone through, they discussed how 
artists can find similarities and differences in 
things unrelated to production and exchange 
information with each other, which may help 
them to develop new forms of expression.

owever, it seems possible to do this online as 
well. In fact, there were some attempts to im-
prove it during CAIR 2021, but they did not 
work. ome of the factors were certainly the 
unfamiliar language, as mentioned earlier, the 
time difference in the lives that each of us con-
tinues to lead, and the differences in our age 
and experiences. evertheless, those of us who 
have already been through various online activi-
ties have had the reali ation that even online 
meetings with people of the same age and posi-
tion in the same country and language do not 
work. e can give reasons for differences, both 
good and bad, in the way the participants' 
faces, including our own, line up, the way they 
speak, the overlap of voices, the way materials 
are shared, etc. And in this kind of communica-
tion, the importance of shared space and sen-

の者同 で同 年 や立場の人とのオンライン会
でも、う くいかない実 を ったことがある。

を めた参加者の が 様 、発 の方 、 の
なり、 の共有方 など、良くも くも いの を

ることはできる。そしてこのようなコ ュ ーシ
ンに いては、 間や を共有していることの
が大きかったのだと られる。これは そらく人間同

のコ ュ ーシ ンだけではなく、実 の作品を鑑
賞するということの意義にも るのではないだ う
か。

Part.3 CAIRの今後
「キャンパス・アート・イン・レジデンス R」
CAIRを、アートに る人々の交流をキ ン スで行う

「キ ン ス・アート・イン・レジデンス CAIR」としても
良いのではないだ うか。 だけなら、「キ ン ス
のアーティスト・イン・レジデンス( 、AIR)」という

を ていれば の が成立する。キ ン
スが筑波大学ではなくても、UC や、これ で参加し

てくれた の学生の大学でも、キ ン スの るAIR
であれば良いということである。

ジ トの や 、コン トなどここだけは
ないという の を にして って き、

年 っていくメンバーや時 によってそれ 外
ラ と ていくということは 続の オリーである。
この「 の 」は、CAIRの そのものを意
す る。こ れ で に「CAIR Campus artist in 
residence program とは、 外の 術大学の学生を
筑波大学に き、筑波大学で芸術を学 学生と交流す
ることを目的とした ラム と き表してきた。それ
でも実 には筑波大学の 地には くことができな
かったり、成果展とディス シ ンはイ リスで行ってい
たりと してきたのだ。 は れど、CAIRが
企画として し、人々に してもらい、 続していく
ことで み ねて見 てくるものがある。

た イ リスのUC に して、 制作ではな
いが「キュレーター・イン・レジデンス」のような も
あった。 がこれ で行ってきたキュレーシ ンを

り り、 地の同 について学 学生と意見や
情 を交 することはAIRで られることと ている

もある。それならば、その時 とに集 った学生の
や 心に合 せて、アーティストの各地への 制

作から、キュレーター育成に けた実 やディス シ
ン、これ でのCAIRで 度も意 してきた鑑賞者に働
きかける ラムなど、 ていく てを めて

「CAIR」とすることができるかもしれない。
CAIRが 続していくものになるときに生 る の
つは、キュレーターの学生が に れ っていくこと
である。せっかく連続で参加していても大学を れたら
CAIRからも れないといけない。これ での
を き いでもさらに 人として させていく 会が

なくなってし うのももったいない。 も め、3年 っ
てもキュレーシ ンに しては初心者として たな
に立 かっていかなくてはならないことも多い。これ

では、そのような 験の い学生た の り とめ、
会 や 外との 外などの な の につ
いては 生と大学院生が ってくださっていた。キ ン

スにとら れ にキュレーシ ンとCAIRに する
を 続けるためには、 の大学に やスタ

を しない、 や などのシステム作りが
になる がある。 実的に れば様々な

は生 るが、CAIRが しながらも ラ シュア し
て続いていくために、 もキュレーシ ンの 験を に

んで できたらと う。

Part 1: My Experience with CAIR 
hat R ean  to e

I had the opportunity to participate in CAIR from 
2019 to 2021 as a curator. or me, it was a valu-
able chance to connect with people from differ-
ent countries while living in Tsukuba, apan. 
Through CAIR, I have learned the fundamentals 
of curatorial practice and continued to improve 
my skills year after year. hile traveling alone 
to foreign countries is one way to interact with 
people from different cultures, it can be di cult 
to balance this with your ongoing activities and 
responsibilities in your home country. oreover, 
there are few opportunities to learn curation 

Part.1 これまでのCAIR
にとっての R
はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参

加した。CAIRは にとって、筑波にいながら 外の人
と交流する ンスであり、キュレーターとしての を
実 から学 、年々 続させることでスキ ア させ
ていくことのできる 会であった。 外との交流という
のは、 から外国に行くことは の つとしてある
が、 住んでいる場所でしている を続けながら
に る でそれを実 することは 1人の では
難しい。実 ではなく、有 の 外 でもなく、
大学内で 続的に実 を通してキュレーシ ンを学 こ
とのできる 会というのも ない。芸術 という 広
い を する にいる で、様々な へ

through practical classes or extracurricular ac-
tivities at universities. CAIR provided a uni ue 
and enriching experience for me who speciali -
es in Art nvironment upport and has a 
diverse range of interests. As I look back on my 
participation in CAIR 2019-2021 and re ect on 
Outcomes Together  CAIR x3 , I will explore 
what CAIR has to offer in the future.

The r t ear  t co eting the rogra e 
a  the e t e co d do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase 
and the artists participating in the programme 
were all graduate students. At the time, 
although I was a curator, I was still a first-year 
university student and lacked experience. ow-
ever, all the curators working with me, including 
my seniors were in the same situation. ith the 
help of the participating artists, all I could do 
was doing my best to carry out the programme 
that the art students at the University of Tsuku-
ba and the art students from abroad coming 
together to create a residency and exhibit their 
work.

reating a Tea  and te  a  a ro ect
In 2020, under the guidance of Dr inowa, the 
project began by setting goals for the issues as 
a project  and establishing a system of working 
team  to consider and implement the direction 
of the project. The theme of CAIR2020 was In-
teraction,  and the artists, curators, and the 
team created a system in which the three par-
ties - artists, curators, and viewers - interacted 

の 心があり「 り」だった には、CAIRは
の 験ができる の つだった。ここから めて
の 参 加したCAIR2019~2021と の「Outcomes 
Together  CAIR x3」を り りながらこれ からの
CAIRについて る。

の年は さ る けで なもの
2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティス
トも大学院生を対 とした ラムであった。この
は も大学 年生で、立場はキュレーターながら 験は

い。しかし共にキュレーターとして する も
めて それは同 だった。参加アーティストの も
ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学 学生と 外の

大生とが集 って 制作をして展示をする」という
ラムを成立させることだけで だった。



プ ジェクトとしてのチームとシステムを作る
2020年からは 生のオー イ の で、「 ジ
ト」として に けての目 を め、方 けを
し実行していく「 ーキン ーム」の体制を るとこ

か ら っ た。CAIR2020の テ ー マ は
「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞
者の 者が相互作用して るシステムを作り て
いった。筑波の学生と 外の学生がペアになって
のキュレーターがつき、互いの制作から生 でを け
合う「バディシステム」。オー ンスタジオ期間の 日
の制作 に 日の を り る「リ レ シ ン
タイム」。その 、 ーキン タイムを けての時間
や、 会「Crits」、 を深めながら きするシ ート
トリ などを実 した。

Rのキ レーターとしての
CAIR2020での のキュレーターとしての は、公  
Twitterの 用、 アーティストの / を
期間中の ートと 、展示来場者へのアン ート作
成、 画から 出 での展示作 、展示 の作成
と 、来 場 者 へ の 企 画 と通 など の 内、 
Google ドライ などの 、 タ 作成のための
データ 集と などであった。CAIRの「キュレー
ター」は、 ジ トに る( 生の してくださ

る会 や 外との 外、デ イ ーの うデ インなど
を く)あらゆる を して行う。企画や
の 模が大きければ ディレ ター、キュレー

ターにも ー がいて、エディター、 ラン ー、テ
シ ン、インストーラー、エデュ ーターなど とに

にあたることもある。しかし多くの実 の ジ
トは大きな を つことはでき 、広義の「キュレー

ター」がそれらを っていることだ う。 外と して
日 の学芸 は「 芸 」などという話も くが、それ
は かな で って 体を していることの
み ねが ジ トの 行と成立を ているからだ
と られる。そのような実 に かなければ からな
い体験をできたこともCAIRのキュレーターとして られ
たことの つである。

「 nteraction」を振り返って
アーティスト・イン・レジデンス( 、「AIR」)の は、外

アーティスト同 が会 なくても交流ができるように、
年よりも長い 期間と2週間の制作期間を けて
期的にzoom等を用いて、大きな時 の合間で連 を

り合った。バディ とに鑑賞者に けて、アーティスト
の 心や をもとに交流する 会を作ったり見せた
りするためのオンライン ラムの企画などもした。
オンラインであることからバー 展示の 、SNSを

用した情 発 にも を れて、 しくInstagramと
YouTubeを した。 は 年 から き続 い て
Twitter として、14日間のオー ンスタジオ期間に
バディ との 日 の も った。 イートの
には、 キュレーターから かった ての を

の の中で共通の ーマ トに めて も
行なった。 たオンラインに いては、データ もよ
り になる。作品そのものである イ から広

、各 体の共同ア ント で、アー イ 作
の イドラインを して した。

しているが のものとしての R
キュレーター 験の い中で、 年やっと作り めたシ
ステムをもとに出てきた 続したい や を い
て、 たなシステムを から作っていかなくてはならな
いストレスは う でもなく大きなものだった。 り

れば、 にAIRを るのにアーティストが でき
ないことへの など る もなく、 く のもの
として、しかし 続している ラムとして、CAIRを成
立させるために っていた状 だったと う。
参加アーティストもキュレーターも 集 ることなく、

の生 を続けている合間の時間で、参加者によっ
ては ではない で初対 の人間同 が画 越し
に交流をすること 体が難しい。そこに年 や 験

が加 られ、キュレーターも して 的になり、
キュレーターとしての や 意義が展示にあ り

されていなかった。この はCAIR2022に け
がれ、 が試みられた。交流 ー の模索やバー

展示の など、オンラインでの に がな
かったという けではない。それでも たCAIRを実

できるのなら、対 でと できる。これが 初から
参加していた にとってCAIRの る き なのだと

る。

sation was significant. This probably relates not 
only to communication between humans but 
also to the significance of viewing actual art-
works on-site.

Part 3: The future of CAIR
a  rt in Re idence  R

CAIR could also be referred to as Campus Art 
in Residence = CAIR , which facilitates an ex-
change of people involved in art on campus. If it 
is just a name, the minimum re uirement is ful-
filled if the artist-in-residence on campus 
henceforth AIR  part of the name is consid-

ered. ven if the campus is not the University of 
Tsukuba, it could be UC  or any of the other 
universities that have participated in the project 
so far, if it is an AIR involving a campus.
It is important for the name, logo, and concept 
of the project to have a clear minimum that will 
not be changed, while the rest of the project 
can be adapted each year depending on the 
changing members and current situation. This 
'minimum' refers to the value of CAIR itself. o 
far, CAIR Campus Artist in Residence Pro-
gramme  has been simply described as a pro-
gramme that aims to invite students from over-
seas art universities to the University of Tsuku-
ba to interact with students studying art at the 
University of Tsukuba . owever, the pro-
gramme has evolved, due to some factors such 
as the inability to invite students to Tsukuba 
University on-site, resulting in the exhibition 
and discussions of the results being held in the 
U  instead. Despite the changing form, there 
should be aspects that become visible through 
the continuity and accumulation of CAIR, which 
has become established as a regular event and 
gained recognition among people.
During our visit to UC  in the U , we experi-

enced something like a 'curator-in-residence', 
even though it was not a residency. Re ecting 
on the curation we have done and exchanging 
opinions and information with the UC  students 
of the same field of study is similar in some 
ways to what we gain from AIR. CAIR can be 
include everything that will be changing, de-
pending on the attributes and interests of the 
students gathered on each occasion, CAIR 
could include everything that changes, from art-
ists' residencies in various locations to practic-
es and discussions aimed at curatorial develop-
ment to the programme to reach out to the au-
dience, which we have been aware of its impor-
tance many times so far. 
One of the challenges that will arise when CAIR 
becomes an ongoing programme is the con-
stant turnover of curatorial students. ven if 
they have participated in several CAIR in a row, 
when they leave the university they must leave 
CAIR as well. It would be a waste to lose the 
opportunity to take over the know-how that has 
been accumulated so far and further refine it as 
an individual. ven after three years, including 
myself, I often must face new challenges as a 
novice when it comes to curation. Until now, the 
responsibility for organising such inexperienced 
students and managing important aspects such 
as accounting and liaising with overseas part-
ners has fallen to the teachers and the graduate 
students. To continue to transfer the know-how 
on curation and CAIR without being restricted 
to campus, it may be necessary to create a 
system of organisation and secretariat that is 
not dependent on a specific university in terms 
of its budget and staff. Although various chal-
lenges will arise from a practical point of view, I 
would like to gain further experience in curation 
and give back to CAIR so that it can continue 
while evolving and developing.

and engaged with each other. Buddy system  
was established, pairing Tsukuba students and 
international students with a curator who was 
in charge, to help each other with everything 
from production to daily life. Re ection time  
was also allocated to review the day's progress 
after each day's production during the open 
studio period. Other activities included the time 
management with working hours, a criti ue 
session Crits , and short trip to relax while get-
t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  b e t t e r .

 ro e a  a c rator at R
y role as a curator at CAIR2020 included man-

aging the o cial Twitter feed, supporting, and 
documenting the artists who I assigned to the 
project throughout its duration, including pre- 
and post-production, creating uestionnaires 
for exhibition visitors, working on the exhibition 
from planning to take-down, creating and man-
aging exhibition panels, explaining the project 
to visitors, and guiding them through it, includ-
ing interpretation. CAIR curators were responsi-
ble for all the tasks involved in the project ex-
cept for a few, such as accounts managed by 
the teacher, international liaison, and design 
work undertaken by the designer , which are 
divided up as appropriate. If the project or orga-
ni ation is large, there may be a general direc-
tor, a chief curator, and speciali ed roles such 
as editor, planner, technician, installer, and edu-
cator. owever, many actual projects cannot 

have a large organisation and are probably han-
dled by its curators in the broad sense of the 
term. Compared with their counterparts over-
seas, apanese curators are sometimes referred 
to as 'miscellaneous curators', but this is 
thought to be because they are involved in even 
the smallest tasks and have an overall grasp of 
the project, which supports the progress and 
success of the project. One of the things I 
gained as a CAIR curator was the opportunity to 
experience what would not have been possible 
without such practical work.

Reflection  on the nteraction
The essence of an artist-in-residence hence-
forth 'AIR'  is the process by which the ex-
change of experiences between visitor and host 
is made visible in the form of artworks and ex-
hibitions. I think this idea was conveyed 
through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. 
Regarding the interaction between artists, I had 
the feeling that it manifested itself in different 
ways depending on the individuality of each pair 
buddy . On the other hand, there were still 

issues regarding how to present it and how to 
engage with the viewers. During the open 
studio, a 'comment board' was set up where 
visitors could leave comments and the people 
involved could reply. Additionally, uestion-
naires were distributed during the exhibition 
period. owever it was di cult to gather su -
cient uality feedback to ualify as an interac-
tion by merely asking visitors to comment 
here . There was also a lack of publicity and 
promotion to encourage people to come to the 
open studio in the first place. urthermore, the 
short exhibition period of only one day may 
have made it impractical for people to look at 
the uestionnaire before giving feedback.

ha enge  on n ine 

Under the theme of Correlate,  CAIR 2021 
aimed to improve on the previous year's re ec-
tions, including the approach to viewers. ow-
ever, the world is amid the COVID-19 pandemic, 
and we had to start from scratch again online, 
where none of our previous methods would 
work.
To enable the artists to communicate with each 
other, even if they couldn't meet, we had a 
longer preparation period than the previous 
year and a two-week production period. e 
regularly communicated with each other de-
spite the large time differences, using Zoom 
and other methods. e also organised an 
online program for each artist buddy to create 
and provide opportunities to interact with each 
other based on the artists' interests and fea-
tures for the viewers.
In addition to the virtual exhibition, we focused 
on disseminating information using social 
media, including the newly introduced Insta-
gram and ouTube. I oversaw Twitter, continu-
ing from the previous year, and was responsible 

から ねる者/ る者の間で生 れる交流体験が、作
品や展示として見 るものにする にある。その意

がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れて
いたと う。アーティスト同 の交流については、ペア
(バディ) との によって異なる で実 できた実
が てた。 方、それの見せ方や鑑賞者との交流につ
いては が った。オー ンスタジオでは、 れた人
がコメントを し、それに対して 者が すること
ができる「コメントボード」を け、展示期間中のアン

ートを していた。 実には、ただ「ここにコメント
してね」だけでは相互作用となりうる どの の い

ィードバ を集めることも難しかった。そもそもオー
ンスタジオに来てもらうための広 も してい

た。アン ートについては、展示会期が 日のみと
かったことも、意見を 集すること に見てもらうこと
として 実的でなかったのかもしれない。

オン インでの
CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へ
のア ー をは めとして 年度 での を
て していこうとしていた。しかし世界中はコ
の っ 中で、これ でのやり方が 通用しないオン
ラインで から めるしかない。

for managing the daily posts for each buddy 
during the 14-day Open tudio period. I also 
edited all the tweets submitted by the curators 
in a standard format within the prescribed 
number of characters. Data management was 
also more critical online, and guidelines were 
set for archiving and managing everything from 
the film files to the publicity materials and joint 
accounts of the various media.

R a  a ontin ation t o ething o ete-
 i erent

It goes without saying that the stress of having 
to create a new system from scratch, leaving 
aside the points for continuity and improve-
ments that had emerged based on the system 
we had finally started to create the previous 
year, with little experience as a curator, was sig-
nificant. ooking back, I don't think we had time 
to think about the discomfort of not being able 
to have artists stay at the residency, especially 
when we called ourselves AIR. owever, we 
were striving to establish CAIR as a completely 
different, yet ongoing programme.
It was challenging for the participating artists 
and curators to meet each other for the first 
time through the screen in a language that was 
not the mother tongue of some participants, 
with time one differences. Coupled with the 
differences in age and experience, the curators 
also atrophied and became passive, and their 
work and raison d'etre as curators were not well 
re ected in the exhibition. CAIR 2022 took on 
this issue and attempted to make improve-
ments. This is not to say that the online chal-
lenges were not valuable, such as the search 
for interaction tools and virtual exhibition 
know-how. evertheless, if I were to conduct 
CAIR again now, I would opt for a face-to-face 
format. This is the way CAIR should be for me, 

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: 
CAIR x3'

rti t to arti t co nication and on ine
During 'Outcomes Together  CAIRx3', we pre-
sented our experiences so far at CAIR and en-
gaged in informal discussions with UC  stu-
dents as we walked around the classroom and 
exhibition space. The students asked us many 

uestions and their feedback on the work pro-
duced, the advantages disadvantages of virtual 
exhibitions, and budgets.
One thing that left a lasting impression was the 
discussion that developed during the re ection 
time  that took place after the daily production 
activities during the Open tudio period at 
CAIR2020. After reviewing the day's activities, 
the artists talked about their usual activities 
and casual topics ranging from future goals to 
love stories over snacks, which encouraged 
interaction. The purpose of the re ection time 
was to share the day's activities, check the 
work done, create an opportunity for semi-man-
datory conversation amongst the buddies, keep 
a record of the work done, and manage life by 
breaking down the work. The uestion which 
was asked by a student about how the re ec-
tion on the day's production led to casual and 
private conversations is related to the nature of 
AIR. If you come together to produce with dif-
ferent backgrounds, this will manifest itself in 
expressive techni ues and themes. or exam-
ple, with my buddy, as we talked about why we 
used the techni ues we did and why we chose 
the themes we did, the conversation naturally 
shifted from experiences related to the themes 
to our own culture and what kind of life we lead 
and what kind of things we are interested in. As 
they re ected on their day-to-day work and 

Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」で
のディスカッション
アーティスト の ーションとオン イン

「Outcomes Together  CAIRx3」で は、こ れ で の
CAIRでの 験を レ ンテーシ ンして、 ジュア に

と展示会場を き りながら 地の学生とディス
シ ンを行なった。学生からは、制作された作品の
、バー 展示のメリ ト/デメリ ト、 のこと

など、多くの と が せられた。
つ に っているのはCAIR2020にてオー ンス

タジオ期間の 日の制作 に行なっていた「リ レ
シ ンタイム」から発展した話し合いである。 レ

ンテーシ ンに いては、 日の を り った に、
を ながら の や、 来の目 から

バ での ジュア な話をしたことによって交流が
されたということを話していた。 時リ レ シ ンタイ
ムを けた目的としては、その日の を共有すること
でやった を しながら 制的にバディの中で
会話をする 会を作ることとその を すこと、作
に りをつけて生 を することとしてあった。学
生から のあった「 日の制作の り りがどのよう
に ジュア で ライベートな話にもつながっていたの
か」ということは、AIRの が る。それぞれ異な
る を って集 り制作をしていれば、表 や
テーマにそれが れる。 ば の バディでは、
制作についてどうしてその を用いるのか、な その
ようなテーマを ったのか、と話しているう に、テーマ
に る体験から、 の つ の話に り、どんな
生 をしてどんなことに を っているのか、と
に話が っていた。 日 とに 共に行なった作
を り って、 かい を して話すう に、制作
に のないことにもアーティスト同 で共通 や相

を見出しながら情 を交 し、 たな表 を開 する
けとなることがあるのかもしれないと話をした。

しかしそれはオンラインでもすることは であるように
る。実 、CAIR2021の 中で を試みたことも

あったがう くいかなかった。 として、 したよう
に れない で、それぞれが続けている生 の時 、
年 や 験の というのも かにあった。それでも、
に様々なオンライン を ている た は、同 国と

talked about the detailed processes they and 
others had gone through, they discussed how 
artists can find similarities and differences in 
things unrelated to production and exchange 
information with each other, which may help 
them to develop new forms of expression.

owever, it seems possible to do this online as 
well. In fact, there were some attempts to im-
prove it during CAIR 2021, but they did not 
work. ome of the factors were certainly the 
unfamiliar language, as mentioned earlier, the 
time difference in the lives that each of us con-
tinues to lead, and the differences in our age 
and experiences. evertheless, those of us who 
have already been through various online activi-
ties have had the reali ation that even online 
meetings with people of the same age and posi-
tion in the same country and language do not 
work. e can give reasons for differences, both 
good and bad, in the way the participants' 
faces, including our own, line up, the way they 
speak, the overlap of voices, the way materials 
are shared, etc. And in this kind of communica-
tion, the importance of shared space and sen-

の者同 で同 年 や立場の人とのオンライン会
でも、う くいかない実 を ったことがある。

を めた参加者の が 様 、発 の方 、 の
なり、 の共有方 など、良くも くも いの を

ることはできる。そしてこのようなコ ュ ーシ
ンに いては、 間や を共有していることの
が大きかったのだと られる。これは そらく人間同

のコ ュ ーシ ンだけではなく、実 の作品を鑑
賞するということの意義にも るのではないだ う
か。

Part.3 CAIRの今後
「キャンパス・アート・イン・レジデンス R」
CAIRを、アートに る人々の交流をキ ン スで行う

「キ ン ス・アート・イン・レジデンス CAIR」としても
良いのではないだ うか。 だけなら、「キ ン ス
のアーティスト・イン・レジデンス( 、AIR)」という

を ていれば の が成立する。キ ン
スが筑波大学ではなくても、UC や、これ で参加し

てくれた の学生の大学でも、キ ン スの るAIR
であれば良いということである。

ジ トの や 、コン トなどここだけは
ないという の を にして って き、

年 っていくメンバーや時 によってそれ 外
ラ と ていくということは 続の オリーである。
この「 の 」は、CAIRの そのものを意
す る。こ れ で に「CAIR Campus artist in 
residence program とは、 外の 術大学の学生を
筑波大学に き、筑波大学で芸術を学 学生と交流す
ることを目的とした ラム と き表してきた。それ
でも実 には筑波大学の 地には くことができな
かったり、成果展とディス シ ンはイ リスで行ってい
たりと してきたのだ。 は れど、CAIRが
企画として し、人々に してもらい、 続していく
ことで み ねて見 てくるものがある。

た イ リスのUC に して、 制作ではな
いが「キュレーター・イン・レジデンス」のような も
あった。 がこれ で行ってきたキュレーシ ンを

り り、 地の同 について学 学生と意見や
情 を交 することはAIRで られることと ている

もある。それならば、その時 とに集 った学生の
や 心に合 せて、アーティストの各地への 制

作から、キュレーター育成に けた実 やディス シ
ン、これ でのCAIRで 度も意 してきた鑑賞者に働
きかける ラムなど、 ていく てを めて

「CAIR」とすることができるかもしれない。
CAIRが 続していくものになるときに生 る の
つは、キュレーターの学生が に れ っていくこと
である。せっかく連続で参加していても大学を れたら
CAIRからも れないといけない。これ での
を き いでもさらに 人として させていく 会が

なくなってし うのももったいない。 も め、3年 っ
てもキュレーシ ンに しては初心者として たな
に立 かっていかなくてはならないことも多い。これ

では、そのような 験の い学生た の り とめ、
会 や 外との 外などの な の につ
いては 生と大学院生が ってくださっていた。キ ン

スにとら れ にキュレーシ ンとCAIRに する
を 続けるためには、 の大学に やスタ

を しない、 や などのシステム作りが
になる がある。 実的に れば様々な

は生 るが、CAIRが しながらも ラ シュア し
て続いていくために、 もキュレーシ ンの 験を に

んで できたらと う。

Part 1: My Experience with CAIR 
hat R ean  to e

I had the opportunity to participate in CAIR from 
2019 to 2021 as a curator. or me, it was a valu-
able chance to connect with people from differ-
ent countries while living in Tsukuba, apan. 
Through CAIR, I have learned the fundamentals 
of curatorial practice and continued to improve 
my skills year after year. hile traveling alone 
to foreign countries is one way to interact with 
people from different cultures, it can be di cult 
to balance this with your ongoing activities and 
responsibilities in your home country. oreover, 
there are few opportunities to learn curation 

Part.1 これまでのCAIR
にとっての R
はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参

加した。CAIRは にとって、筑波にいながら 外の人
と交流する ンスであり、キュレーターとしての を
実 から学 、年々 続させることでスキ ア させ
ていくことのできる 会であった。 外との交流という
のは、 から外国に行くことは の つとしてある
が、 住んでいる場所でしている を続けながら
に る でそれを実 することは 1人の では
難しい。実 ではなく、有 の 外 でもなく、
大学内で 続的に実 を通してキュレーシ ンを学 こ
とのできる 会というのも ない。芸術 という 広
い を する にいる で、様々な へ

through practical classes or extracurricular ac-
tivities at universities. CAIR provided a uni ue 
and enriching experience for me who speciali -
es in Art nvironment upport and has a 
diverse range of interests. As I look back on my 
participation in CAIR 2019-2021 and re ect on 
Outcomes Together  CAIR x3 , I will explore 
what CAIR has to offer in the future.

The r t ear  t co eting the rogra e 
a  the e t e co d do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase 
and the artists participating in the programme 
were all graduate students. At the time, 
although I was a curator, I was still a first-year 
university student and lacked experience. ow-
ever, all the curators working with me, including 
my seniors were in the same situation. ith the 
help of the participating artists, all I could do 
was doing my best to carry out the programme 
that the art students at the University of Tsuku-
ba and the art students from abroad coming 
together to create a residency and exhibit their 
work.

reating a Tea  and te  a  a ro ect
In 2020, under the guidance of Dr inowa, the 
project began by setting goals for the issues as 
a project  and establishing a system of working 
team  to consider and implement the direction 
of the project. The theme of CAIR2020 was In-
teraction,  and the artists, curators, and the 
team created a system in which the three par-
ties - artists, curators, and viewers - interacted 

の 心があり「 り」だった には、CAIRは
の 験ができる の つだった。ここから めて
の 参 加したCAIR2019~2021と の「Outcomes 
Together  CAIR x3」を り りながらこれ からの
CAIRについて る。

の年は さ る けで なもの
2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティス
トも大学院生を対 とした ラムであった。この
は も大学 年生で、立場はキュレーターながら 験は

い。しかし共にキュレーターとして する も
めて それは同 だった。参加アーティストの も
ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学 学生と 外の

大生とが集 って 制作をして展示をする」という
ラムを成立させることだけで だった。



プ ジェクトとしてのチームとシステムを作る
2020年からは 生のオー イ の で、「 ジ
ト」として に けての目 を め、方 けを
し実行していく「 ーキン ーム」の体制を るとこ

か ら っ た。CAIR2020の テ ー マ は
「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞
者の 者が相互作用して るシステムを作り て
いった。筑波の学生と 外の学生がペアになって
のキュレーターがつき、互いの制作から生 でを け
合う「バディシステム」。オー ンスタジオ期間の 日
の制作 に 日の を り る「リ レ シ ン
タイム」。その 、 ーキン タイムを けての時間
や、 会「Crits」、 を深めながら きするシ ート
トリ などを実 した。

Rのキ レーターとしての
CAIR2020での のキュレーターとしての は、公  
Twitterの 用、 アーティストの / を
期間中の ートと 、展示来場者へのアン ート作
成、 画から 出 での展示作 、展示 の作成
と 、来 場 者 へ の 企 画 と通 など の 内、 
Google ドライ などの 、 タ 作成のための
データ 集と などであった。CAIRの「キュレー
ター」は、 ジ トに る( 生の してくださ

る会 や 外との 外、デ イ ーの うデ インなど
を く)あらゆる を して行う。企画や
の 模が大きければ ディレ ター、キュレー

ターにも ー がいて、エディター、 ラン ー、テ
シ ン、インストーラー、エデュ ーターなど とに

にあたることもある。しかし多くの実 の ジ
トは大きな を つことはでき 、広義の「キュレー

ター」がそれらを っていることだ う。 外と して
日 の学芸 は「 芸 」などという話も くが、それ
は かな で って 体を していることの
み ねが ジ トの 行と成立を ているからだ
と られる。そのような実 に かなければ からな
い体験をできたこともCAIRのキュレーターとして られ
たことの つである。

「 nteraction」を振り返って
アーティスト・イン・レジデンス( 、「AIR」)の は、外

アーティスト同 が会 なくても交流ができるように、
年よりも長い 期間と2週間の制作期間を けて
期的にzoom等を用いて、大きな時 の合間で連 を

り合った。バディ とに鑑賞者に けて、アーティスト
の 心や をもとに交流する 会を作ったり見せた
りするためのオンライン ラムの企画などもした。
オンラインであることからバー 展示の 、SNSを

用した情 発 にも を れて、 しくInstagramと
YouTubeを した。 は 年 から き続 い て
Twitter として、14日間のオー ンスタジオ期間に
バディ との 日 の も った。 イートの
には、 キュレーターから かった ての を

の の中で共通の ーマ トに めて も
行なった。 たオンラインに いては、データ もよ
り になる。作品そのものである イ から広

、各 体の共同ア ント で、アー イ 作
の イドラインを して した。

しているが のものとしての R
キュレーター 験の い中で、 年やっと作り めたシ
ステムをもとに出てきた 続したい や を い
て、 たなシステムを から作っていかなくてはならな
いストレスは う でもなく大きなものだった。 り

れば、 にAIRを るのにアーティストが でき
ないことへの など る もなく、 く のもの
として、しかし 続している ラムとして、CAIRを成
立させるために っていた状 だったと う。
参加アーティストもキュレーターも 集 ることなく、

の生 を続けている合間の時間で、参加者によっ
ては ではない で初対 の人間同 が画 越し
に交流をすること 体が難しい。そこに年 や 験

が加 られ、キュレーターも して 的になり、
キュレーターとしての や 意義が展示にあ り

されていなかった。この はCAIR2022に け
がれ、 が試みられた。交流 ー の模索やバー

展示の など、オンラインでの に がな
かったという けではない。それでも たCAIRを実

できるのなら、対 でと できる。これが 初から
参加していた にとってCAIRの る き なのだと

る。

sation was significant. This probably relates not 
only to communication between humans but 
also to the significance of viewing actual art-
works on-site.

Part 3: The future of CAIR
a  rt in Re idence  R

CAIR could also be referred to as Campus Art 
in Residence = CAIR , which facilitates an ex-
change of people involved in art on campus. If it 
is just a name, the minimum re uirement is ful-
filled if the artist-in-residence on campus 
henceforth AIR  part of the name is consid-

ered. ven if the campus is not the University of 
Tsukuba, it could be UC  or any of the other 
universities that have participated in the project 
so far, if it is an AIR involving a campus.
It is important for the name, logo, and concept 
of the project to have a clear minimum that will 
not be changed, while the rest of the project 
can be adapted each year depending on the 
changing members and current situation. This 
'minimum' refers to the value of CAIR itself. o 
far, CAIR Campus Artist in Residence Pro-
gramme  has been simply described as a pro-
gramme that aims to invite students from over-
seas art universities to the University of Tsuku-
ba to interact with students studying art at the 
University of Tsukuba . owever, the pro-
gramme has evolved, due to some factors such 
as the inability to invite students to Tsukuba 
University on-site, resulting in the exhibition 
and discussions of the results being held in the 
U  instead. Despite the changing form, there 
should be aspects that become visible through 
the continuity and accumulation of CAIR, which 
has become established as a regular event and 
gained recognition among people.
During our visit to UC  in the U , we experi-

enced something like a 'curator-in-residence', 
even though it was not a residency. Re ecting 
on the curation we have done and exchanging 
opinions and information with the UC  students 
of the same field of study is similar in some 
ways to what we gain from AIR. CAIR can be 
include everything that will be changing, de-
pending on the attributes and interests of the 
students gathered on each occasion, CAIR 
could include everything that changes, from art-
ists' residencies in various locations to practic-
es and discussions aimed at curatorial develop-
ment to the programme to reach out to the au-
dience, which we have been aware of its impor-
tance many times so far. 
One of the challenges that will arise when CAIR 
becomes an ongoing programme is the con-
stant turnover of curatorial students. ven if 
they have participated in several CAIR in a row, 
when they leave the university they must leave 
CAIR as well. It would be a waste to lose the 
opportunity to take over the know-how that has 
been accumulated so far and further refine it as 
an individual. ven after three years, including 
myself, I often must face new challenges as a 
novice when it comes to curation. Until now, the 
responsibility for organising such inexperienced 
students and managing important aspects such 
as accounting and liaising with overseas part-
ners has fallen to the teachers and the graduate 
students. To continue to transfer the know-how 
on curation and CAIR without being restricted 
to campus, it may be necessary to create a 
system of organisation and secretariat that is 
not dependent on a specific university in terms 
of its budget and staff. Although various chal-
lenges will arise from a practical point of view, I 
would like to gain further experience in curation 
and give back to CAIR so that it can continue 
while evolving and developing.

and engaged with each other. Buddy system  
was established, pairing Tsukuba students and 
international students with a curator who was 
in charge, to help each other with everything 
from production to daily life. Re ection time  
was also allocated to review the day's progress 
after each day's production during the open 
studio period. Other activities included the time 
management with working hours, a criti ue 
session Crits , and short trip to relax while get-
t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  b e t t e r .

 ro e a  a c rator at R
y role as a curator at CAIR2020 included man-

aging the o cial Twitter feed, supporting, and 
documenting the artists who I assigned to the 
project throughout its duration, including pre- 
and post-production, creating uestionnaires 
for exhibition visitors, working on the exhibition 
from planning to take-down, creating and man-
aging exhibition panels, explaining the project 
to visitors, and guiding them through it, includ-
ing interpretation. CAIR curators were responsi-
ble for all the tasks involved in the project ex-
cept for a few, such as accounts managed by 
the teacher, international liaison, and design 
work undertaken by the designer , which are 
divided up as appropriate. If the project or orga-
ni ation is large, there may be a general direc-
tor, a chief curator, and speciali ed roles such 
as editor, planner, technician, installer, and edu-
cator. owever, many actual projects cannot 

have a large organisation and are probably han-
dled by its curators in the broad sense of the 
term. Compared with their counterparts over-
seas, apanese curators are sometimes referred 
to as 'miscellaneous curators', but this is 
thought to be because they are involved in even 
the smallest tasks and have an overall grasp of 
the project, which supports the progress and 
success of the project. One of the things I 
gained as a CAIR curator was the opportunity to 
experience what would not have been possible 
without such practical work.

Reflection  on the nteraction
The essence of an artist-in-residence hence-
forth 'AIR'  is the process by which the ex-
change of experiences between visitor and host 
is made visible in the form of artworks and ex-
hibitions. I think this idea was conveyed 
through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. 
Regarding the interaction between artists, I had 
the feeling that it manifested itself in different 
ways depending on the individuality of each pair 
buddy . On the other hand, there were still 

issues regarding how to present it and how to 
engage with the viewers. During the open 
studio, a 'comment board' was set up where 
visitors could leave comments and the people 
involved could reply. Additionally, uestion-
naires were distributed during the exhibition 
period. owever it was di cult to gather su -
cient uality feedback to ualify as an interac-
tion by merely asking visitors to comment 
here . There was also a lack of publicity and 
promotion to encourage people to come to the 
open studio in the first place. urthermore, the 
short exhibition period of only one day may 
have made it impractical for people to look at 
the uestionnaire before giving feedback.

ha enge  on n ine 

Under the theme of Correlate,  CAIR 2021 
aimed to improve on the previous year's re ec-
tions, including the approach to viewers. ow-
ever, the world is amid the COVID-19 pandemic, 
and we had to start from scratch again online, 
where none of our previous methods would 
work.
To enable the artists to communicate with each 
other, even if they couldn't meet, we had a 
longer preparation period than the previous 
year and a two-week production period. e 
regularly communicated with each other de-
spite the large time differences, using Zoom 
and other methods. e also organised an 
online program for each artist buddy to create 
and provide opportunities to interact with each 
other based on the artists' interests and fea-
tures for the viewers.
In addition to the virtual exhibition, we focused 
on disseminating information using social 
media, including the newly introduced Insta-
gram and ouTube. I oversaw Twitter, continu-
ing from the previous year, and was responsible 

から ねる者/ る者の間で生 れる交流体験が、作
品や展示として見 るものにする にある。その意

がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れて
いたと う。アーティスト同 の交流については、ペア
(バディ) との によって異なる で実 できた実
が てた。 方、それの見せ方や鑑賞者との交流につ
いては が った。オー ンスタジオでは、 れた人
がコメントを し、それに対して 者が すること
ができる「コメントボード」を け、展示期間中のアン

ートを していた。 実には、ただ「ここにコメント
してね」だけでは相互作用となりうる どの の い

ィードバ を集めることも難しかった。そもそもオー
ンスタジオに来てもらうための広 も してい

た。アン ートについては、展示会期が 日のみと
かったことも、意見を 集すること に見てもらうこと
として 実的でなかったのかもしれない。

オン インでの
CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へ
のア ー をは めとして 年度 での を
て していこうとしていた。しかし世界中はコ
の っ 中で、これ でのやり方が 通用しないオン
ラインで から めるしかない。

for managing the daily posts for each buddy 
during the 14-day Open tudio period. I also 
edited all the tweets submitted by the curators 
in a standard format within the prescribed 
number of characters. Data management was 
also more critical online, and guidelines were 
set for archiving and managing everything from 
the film files to the publicity materials and joint 
accounts of the various media.

R a  a ontin ation t o ething o ete-
 i erent

It goes without saying that the stress of having 
to create a new system from scratch, leaving 
aside the points for continuity and improve-
ments that had emerged based on the system 
we had finally started to create the previous 
year, with little experience as a curator, was sig-
nificant. ooking back, I don't think we had time 
to think about the discomfort of not being able 
to have artists stay at the residency, especially 
when we called ourselves AIR. owever, we 
were striving to establish CAIR as a completely 
different, yet ongoing programme.
It was challenging for the participating artists 
and curators to meet each other for the first 
time through the screen in a language that was 
not the mother tongue of some participants, 
with time one differences. Coupled with the 
differences in age and experience, the curators 
also atrophied and became passive, and their 
work and raison d'etre as curators were not well 
re ected in the exhibition. CAIR 2022 took on 
this issue and attempted to make improve-
ments. This is not to say that the online chal-
lenges were not valuable, such as the search 
for interaction tools and virtual exhibition 
know-how. evertheless, if I were to conduct 
CAIR again now, I would opt for a face-to-face 
format. This is the way CAIR should be for me, 

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: 
CAIR x3'

rti t to arti t co nication and on ine
During 'Outcomes Together  CAIRx3', we pre-
sented our experiences so far at CAIR and en-
gaged in informal discussions with UC  stu-
dents as we walked around the classroom and 
exhibition space. The students asked us many 

uestions and their feedback on the work pro-
duced, the advantages disadvantages of virtual 
exhibitions, and budgets.
One thing that left a lasting impression was the 
discussion that developed during the re ection 
time  that took place after the daily production 
activities during the Open tudio period at 
CAIR2020. After reviewing the day's activities, 
the artists talked about their usual activities 
and casual topics ranging from future goals to 
love stories over snacks, which encouraged 
interaction. The purpose of the re ection time 
was to share the day's activities, check the 
work done, create an opportunity for semi-man-
datory conversation amongst the buddies, keep 
a record of the work done, and manage life by 
breaking down the work. The uestion which 
was asked by a student about how the re ec-
tion on the day's production led to casual and 
private conversations is related to the nature of 
AIR. If you come together to produce with dif-
ferent backgrounds, this will manifest itself in 
expressive techni ues and themes. or exam-
ple, with my buddy, as we talked about why we 
used the techni ues we did and why we chose 
the themes we did, the conversation naturally 
shifted from experiences related to the themes 
to our own culture and what kind of life we lead 
and what kind of things we are interested in. As 
they re ected on their day-to-day work and 

Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」で
のディスカッション
アーティスト の ーションとオン イン

「Outcomes Together  CAIRx3」で は、こ れ で の
CAIRでの 験を レ ンテーシ ンして、 ジュア に

と展示会場を き りながら 地の学生とディス
シ ンを行なった。学生からは、制作された作品の
、バー 展示のメリ ト/デメリ ト、 のこと

など、多くの と が せられた。
つ に っているのはCAIR2020にてオー ンス

タジオ期間の 日の制作 に行なっていた「リ レ
シ ンタイム」から発展した話し合いである。 レ

ンテーシ ンに いては、 日の を り った に、
を ながら の や、 来の目 から

バ での ジュア な話をしたことによって交流が
されたということを話していた。 時リ レ シ ンタイ
ムを けた目的としては、その日の を共有すること
でやった を しながら 制的にバディの中で
会話をする 会を作ることとその を すこと、作
に りをつけて生 を することとしてあった。学
生から のあった「 日の制作の り りがどのよう
に ジュア で ライベートな話にもつながっていたの
か」ということは、AIRの が る。それぞれ異な
る を って集 り制作をしていれば、表 や
テーマにそれが れる。 ば の バディでは、
制作についてどうしてその を用いるのか、な その
ようなテーマを ったのか、と話しているう に、テーマ
に る体験から、 の つ の話に り、どんな
生 をしてどんなことに を っているのか、と
に話が っていた。 日 とに 共に行なった作
を り って、 かい を して話すう に、制作
に のないことにもアーティスト同 で共通 や相

を見出しながら情 を交 し、 たな表 を開 する
けとなることがあるのかもしれないと話をした。

しかしそれはオンラインでもすることは であるように
る。実 、CAIR2021の 中で を試みたことも

あったがう くいかなかった。 として、 したよう
に れない で、それぞれが続けている生 の時 、
年 や 験の というのも かにあった。それでも、
に様々なオンライン を ている た は、同 国と

talked about the detailed processes they and 
others had gone through, they discussed how 
artists can find similarities and differences in 
things unrelated to production and exchange 
information with each other, which may help 
them to develop new forms of expression.

owever, it seems possible to do this online as 
well. In fact, there were some attempts to im-
prove it during CAIR 2021, but they did not 
work. ome of the factors were certainly the 
unfamiliar language, as mentioned earlier, the 
time difference in the lives that each of us con-
tinues to lead, and the differences in our age 
and experiences. evertheless, those of us who 
have already been through various online activi-
ties have had the reali ation that even online 
meetings with people of the same age and posi-
tion in the same country and language do not 
work. e can give reasons for differences, both 
good and bad, in the way the participants' 
faces, including our own, line up, the way they 
speak, the overlap of voices, the way materials 
are shared, etc. And in this kind of communica-
tion, the importance of shared space and sen-

の者同 で同 年 や立場の人とのオンライン会
でも、う くいかない実 を ったことがある。

を めた参加者の が 様 、発 の方 、 の
なり、 の共有方 など、良くも くも いの を

ることはできる。そしてこのようなコ ュ ーシ
ンに いては、 間や を共有していることの
が大きかったのだと られる。これは そらく人間同

のコ ュ ーシ ンだけではなく、実 の作品を鑑
賞するということの意義にも るのではないだ う
か。

Part.3 CAIRの今後
「キャンパス・アート・イン・レジデンス R」
CAIRを、アートに る人々の交流をキ ン スで行う

「キ ン ス・アート・イン・レジデンス CAIR」としても
良いのではないだ うか。 だけなら、「キ ン ス
のアーティスト・イン・レジデンス( 、AIR)」という

を ていれば の が成立する。キ ン
スが筑波大学ではなくても、UC や、これ で参加し

てくれた の学生の大学でも、キ ン スの るAIR
であれば良いということである。

ジ トの や 、コン トなどここだけは
ないという の を にして って き、

年 っていくメンバーや時 によってそれ 外
ラ と ていくということは 続の オリーである。
この「 の 」は、CAIRの そのものを意
す る。こ れ で に「CAIR Campus artist in 
residence program とは、 外の 術大学の学生を
筑波大学に き、筑波大学で芸術を学 学生と交流す
ることを目的とした ラム と き表してきた。それ
でも実 には筑波大学の 地には くことができな
かったり、成果展とディス シ ンはイ リスで行ってい
たりと してきたのだ。 は れど、CAIRが
企画として し、人々に してもらい、 続していく
ことで み ねて見 てくるものがある。

た イ リスのUC に して、 制作ではな
いが「キュレーター・イン・レジデンス」のような も
あった。 がこれ で行ってきたキュレーシ ンを

り り、 地の同 について学 学生と意見や
情 を交 することはAIRで られることと ている

もある。それならば、その時 とに集 った学生の
や 心に合 せて、アーティストの各地への 制

作から、キュレーター育成に けた実 やディス シ
ン、これ でのCAIRで 度も意 してきた鑑賞者に働
きかける ラムなど、 ていく てを めて

「CAIR」とすることができるかもしれない。
CAIRが 続していくものになるときに生 る の
つは、キュレーターの学生が に れ っていくこと
である。せっかく連続で参加していても大学を れたら
CAIRからも れないといけない。これ での
を き いでもさらに 人として させていく 会が

なくなってし うのももったいない。 も め、3年 っ
てもキュレーシ ンに しては初心者として たな
に立 かっていかなくてはならないことも多い。これ

では、そのような 験の い学生た の り とめ、
会 や 外との 外などの な の につ
いては 生と大学院生が ってくださっていた。キ ン

スにとら れ にキュレーシ ンとCAIRに する
を 続けるためには、 の大学に やスタ

を しない、 や などのシステム作りが
になる がある。 実的に れば様々な

は生 るが、CAIRが しながらも ラ シュア し
て続いていくために、 もキュレーシ ンの 験を に

んで できたらと う。

Part 1: My Experience with CAIR 
hat R ean  to e

I had the opportunity to participate in CAIR from 
2019 to 2021 as a curator. or me, it was a valu-
able chance to connect with people from differ-
ent countries while living in Tsukuba, apan. 
Through CAIR, I have learned the fundamentals 
of curatorial practice and continued to improve 
my skills year after year. hile traveling alone 
to foreign countries is one way to interact with 
people from different cultures, it can be di cult 
to balance this with your ongoing activities and 
responsibilities in your home country. oreover, 
there are few opportunities to learn curation 

Part.1 これまでのCAIR
にとっての R
はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参

加した。CAIRは にとって、筑波にいながら 外の人
と交流する ンスであり、キュレーターとしての を
実 から学 、年々 続させることでスキ ア させ
ていくことのできる 会であった。 外との交流という
のは、 から外国に行くことは の つとしてある
が、 住んでいる場所でしている を続けながら
に る でそれを実 することは 1人の では
難しい。実 ではなく、有 の 外 でもなく、
大学内で 続的に実 を通してキュレーシ ンを学 こ
とのできる 会というのも ない。芸術 という 広
い を する にいる で、様々な へ

through practical classes or extracurricular ac-
tivities at universities. CAIR provided a uni ue 
and enriching experience for me who speciali -
es in Art nvironment upport and has a 
diverse range of interests. As I look back on my 
participation in CAIR 2019-2021 and re ect on 
Outcomes Together  CAIR x3 , I will explore 
what CAIR has to offer in the future.

The r t ear  t co eting the rogra e 
a  the e t e co d do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase 
and the artists participating in the programme 
were all graduate students. At the time, 
although I was a curator, I was still a first-year 
university student and lacked experience. ow-
ever, all the curators working with me, including 
my seniors were in the same situation. ith the 
help of the participating artists, all I could do 
was doing my best to carry out the programme 
that the art students at the University of Tsuku-
ba and the art students from abroad coming 
together to create a residency and exhibit their 
work.

reating a Tea  and te  a  a ro ect
In 2020, under the guidance of Dr inowa, the 
project began by setting goals for the issues as 
a project  and establishing a system of working 
team  to consider and implement the direction 
of the project. The theme of CAIR2020 was In-
teraction,  and the artists, curators, and the 
team created a system in which the three par-
ties - artists, curators, and viewers - interacted 

の 心があり「 り」だった には、CAIRは
の 験ができる の つだった。ここから めて
の 参 加したCAIR2019~2021と の「Outcomes 
Together  CAIR x3」を り りながらこれ からの
CAIRについて る。

の年は さ る けで なもの
2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティス
トも大学院生を対 とした ラムであった。この
は も大学 年生で、立場はキュレーターながら 験は

い。しかし共にキュレーターとして する も
めて それは同 だった。参加アーティストの も
ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学 学生と 外の

大生とが集 って 制作をして展示をする」という
ラムを成立させることだけで だった。



プ ジェクトとしてのチームとシステムを作る
2020年からは 生のオー イ の で、「 ジ
ト」として に けての目 を め、方 けを
し実行していく「 ーキン ーム」の体制を るとこ

か ら っ た。CAIR2020の テ ー マ は
「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞
者の 者が相互作用して るシステムを作り て
いった。筑波の学生と 外の学生がペアになって
のキュレーターがつき、互いの制作から生 でを け
合う「バディシステム」。オー ンスタジオ期間の 日
の制作 に 日の を り る「リ レ シ ン
タイム」。その 、 ーキン タイムを けての時間
や、 会「Crits」、 を深めながら きするシ ート
トリ などを実 した。

Rのキ レーターとしての
CAIR2020での のキュレーターとしての は、公  
Twitterの 用、 アーティストの / を
期間中の ートと 、展示来場者へのアン ート作
成、 画から 出 での展示作 、展示 の作成
と 、来 場 者 へ の 企 画 と通 など の 内、 
Google ドライ などの 、 タ 作成のための
データ 集と などであった。CAIRの「キュレー
ター」は、 ジ トに る( 生の してくださ

る会 や 外との 外、デ イ ーの うデ インなど
を く)あらゆる を して行う。企画や
の 模が大きければ ディレ ター、キュレー

ターにも ー がいて、エディター、 ラン ー、テ
シ ン、インストーラー、エデュ ーターなど とに

にあたることもある。しかし多くの実 の ジ
トは大きな を つことはでき 、広義の「キュレー

ター」がそれらを っていることだ う。 外と して
日 の学芸 は「 芸 」などという話も くが、それ
は かな で って 体を していることの
み ねが ジ トの 行と成立を ているからだ
と られる。そのような実 に かなければ からな
い体験をできたこともCAIRのキュレーターとして られ
たことの つである。

「 nteraction」を振り返って
アーティスト・イン・レジデンス( 、「AIR」)の は、外

アーティスト同 が会 なくても交流ができるように、
年よりも長い 期間と2週間の制作期間を けて
期的にzoom等を用いて、大きな時 の合間で連 を

り合った。バディ とに鑑賞者に けて、アーティスト
の 心や をもとに交流する 会を作ったり見せた
りするためのオンライン ラムの企画などもした。
オンラインであることからバー 展示の 、SNSを

用した情 発 にも を れて、 しくInstagramと
YouTubeを した。 は 年 から き続 い て
Twitter として、14日間のオー ンスタジオ期間に
バディ との 日 の も った。 イートの
には、 キュレーターから かった ての を

の の中で共通の ーマ トに めて も
行なった。 たオンラインに いては、データ もよ
り になる。作品そのものである イ から広

、各 体の共同ア ント で、アー イ 作
の イドラインを して した。

しているが のものとしての R
キュレーター 験の い中で、 年やっと作り めたシ
ステムをもとに出てきた 続したい や を い
て、 たなシステムを から作っていかなくてはならな
いストレスは う でもなく大きなものだった。 り

れば、 にAIRを るのにアーティストが でき
ないことへの など る もなく、 く のもの
として、しかし 続している ラムとして、CAIRを成
立させるために っていた状 だったと う。
参加アーティストもキュレーターも 集 ることなく、

の生 を続けている合間の時間で、参加者によっ
ては ではない で初対 の人間同 が画 越し
に交流をすること 体が難しい。そこに年 や 験

が加 られ、キュレーターも して 的になり、
キュレーターとしての や 意義が展示にあ り

されていなかった。この はCAIR2022に け
がれ、 が試みられた。交流 ー の模索やバー

展示の など、オンラインでの に がな
かったという けではない。それでも たCAIRを実

できるのなら、対 でと できる。これが 初から
参加していた にとってCAIRの る き なのだと

る。

sation was significant. This probably relates not 
only to communication between humans but 
also to the significance of viewing actual art-
works on-site.

Part 3: The future of CAIR
a  rt in Re idence  R

CAIR could also be referred to as Campus Art 
in Residence = CAIR , which facilitates an ex-
change of people involved in art on campus. If it 
is just a name, the minimum re uirement is ful-
filled if the artist-in-residence on campus 
henceforth AIR  part of the name is consid-

ered. ven if the campus is not the University of 
Tsukuba, it could be UC  or any of the other 
universities that have participated in the project 
so far, if it is an AIR involving a campus.
It is important for the name, logo, and concept 
of the project to have a clear minimum that will 
not be changed, while the rest of the project 
can be adapted each year depending on the 
changing members and current situation. This 
'minimum' refers to the value of CAIR itself. o 
far, CAIR Campus Artist in Residence Pro-
gramme  has been simply described as a pro-
gramme that aims to invite students from over-
seas art universities to the University of Tsuku-
ba to interact with students studying art at the 
University of Tsukuba . owever, the pro-
gramme has evolved, due to some factors such 
as the inability to invite students to Tsukuba 
University on-site, resulting in the exhibition 
and discussions of the results being held in the 
U  instead. Despite the changing form, there 
should be aspects that become visible through 
the continuity and accumulation of CAIR, which 
has become established as a regular event and 
gained recognition among people.
During our visit to UC  in the U , we experi-

enced something like a 'curator-in-residence', 
even though it was not a residency. Re ecting 
on the curation we have done and exchanging 
opinions and information with the UC  students 
of the same field of study is similar in some 
ways to what we gain from AIR. CAIR can be 
include everything that will be changing, de-
pending on the attributes and interests of the 
students gathered on each occasion, CAIR 
could include everything that changes, from art-
ists' residencies in various locations to practic-
es and discussions aimed at curatorial develop-
ment to the programme to reach out to the au-
dience, which we have been aware of its impor-
tance many times so far. 
One of the challenges that will arise when CAIR 
becomes an ongoing programme is the con-
stant turnover of curatorial students. ven if 
they have participated in several CAIR in a row, 
when they leave the university they must leave 
CAIR as well. It would be a waste to lose the 
opportunity to take over the know-how that has 
been accumulated so far and further refine it as 
an individual. ven after three years, including 
myself, I often must face new challenges as a 
novice when it comes to curation. Until now, the 
responsibility for organising such inexperienced 
students and managing important aspects such 
as accounting and liaising with overseas part-
ners has fallen to the teachers and the graduate 
students. To continue to transfer the know-how 
on curation and CAIR without being restricted 
to campus, it may be necessary to create a 
system of organisation and secretariat that is 
not dependent on a specific university in terms 
of its budget and staff. Although various chal-
lenges will arise from a practical point of view, I 
would like to gain further experience in curation 
and give back to CAIR so that it can continue 
while evolving and developing.

and engaged with each other. Buddy system  
was established, pairing Tsukuba students and 
international students with a curator who was 
in charge, to help each other with everything 
from production to daily life. Re ection time  
was also allocated to review the day's progress 
after each day's production during the open 
studio period. Other activities included the time 
management with working hours, a criti ue 
session Crits , and short trip to relax while get-
t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  b e t t e r .

 ro e a  a c rator at R
y role as a curator at CAIR2020 included man-

aging the o cial Twitter feed, supporting, and 
documenting the artists who I assigned to the 
project throughout its duration, including pre- 
and post-production, creating uestionnaires 
for exhibition visitors, working on the exhibition 
from planning to take-down, creating and man-
aging exhibition panels, explaining the project 
to visitors, and guiding them through it, includ-
ing interpretation. CAIR curators were responsi-
ble for all the tasks involved in the project ex-
cept for a few, such as accounts managed by 
the teacher, international liaison, and design 
work undertaken by the designer , which are 
divided up as appropriate. If the project or orga-
ni ation is large, there may be a general direc-
tor, a chief curator, and speciali ed roles such 
as editor, planner, technician, installer, and edu-
cator. owever, many actual projects cannot 

have a large organisation and are probably han-
dled by its curators in the broad sense of the 
term. Compared with their counterparts over-
seas, apanese curators are sometimes referred 
to as 'miscellaneous curators', but this is 
thought to be because they are involved in even 
the smallest tasks and have an overall grasp of 
the project, which supports the progress and 
success of the project. One of the things I 
gained as a CAIR curator was the opportunity to 
experience what would not have been possible 
without such practical work.

Reflection  on the nteraction
The essence of an artist-in-residence hence-
forth 'AIR'  is the process by which the ex-
change of experiences between visitor and host 
is made visible in the form of artworks and ex-
hibitions. I think this idea was conveyed 
through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. 
Regarding the interaction between artists, I had 
the feeling that it manifested itself in different 
ways depending on the individuality of each pair 
buddy . On the other hand, there were still 

issues regarding how to present it and how to 
engage with the viewers. During the open 
studio, a 'comment board' was set up where 
visitors could leave comments and the people 
involved could reply. Additionally, uestion-
naires were distributed during the exhibition 
period. owever it was di cult to gather su -
cient uality feedback to ualify as an interac-
tion by merely asking visitors to comment 
here . There was also a lack of publicity and 
promotion to encourage people to come to the 
open studio in the first place. urthermore, the 
short exhibition period of only one day may 
have made it impractical for people to look at 
the uestionnaire before giving feedback.

ha enge  on n ine 

Under the theme of Correlate,  CAIR 2021 
aimed to improve on the previous year's re ec-
tions, including the approach to viewers. ow-
ever, the world is amid the COVID-19 pandemic, 
and we had to start from scratch again online, 
where none of our previous methods would 
work.
To enable the artists to communicate with each 
other, even if they couldn't meet, we had a 
longer preparation period than the previous 
year and a two-week production period. e 
regularly communicated with each other de-
spite the large time differences, using Zoom 
and other methods. e also organised an 
online program for each artist buddy to create 
and provide opportunities to interact with each 
other based on the artists' interests and fea-
tures for the viewers.
In addition to the virtual exhibition, we focused 
on disseminating information using social 
media, including the newly introduced Insta-
gram and ouTube. I oversaw Twitter, continu-
ing from the previous year, and was responsible 

から ねる者/ る者の間で生 れる交流体験が、作
品や展示として見 るものにする にある。その意

がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れて
いたと う。アーティスト同 の交流については、ペア
(バディ) との によって異なる で実 できた実
が てた。 方、それの見せ方や鑑賞者との交流につ
いては が った。オー ンスタジオでは、 れた人
がコメントを し、それに対して 者が すること
ができる「コメントボード」を け、展示期間中のアン

ートを していた。 実には、ただ「ここにコメント
してね」だけでは相互作用となりうる どの の い

ィードバ を集めることも難しかった。そもそもオー
ンスタジオに来てもらうための広 も してい

た。アン ートについては、展示会期が 日のみと
かったことも、意見を 集すること に見てもらうこと
として 実的でなかったのかもしれない。

オン インでの
CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へ
のア ー をは めとして 年度 での を
て していこうとしていた。しかし世界中はコ
の っ 中で、これ でのやり方が 通用しないオン
ラインで から めるしかない。

for managing the daily posts for each buddy 
during the 14-day Open tudio period. I also 
edited all the tweets submitted by the curators 
in a standard format within the prescribed 
number of characters. Data management was 
also more critical online, and guidelines were 
set for archiving and managing everything from 
the film files to the publicity materials and joint 
accounts of the various media.

R a  a ontin ation t o ething o ete-
 i erent

It goes without saying that the stress of having 
to create a new system from scratch, leaving 
aside the points for continuity and improve-
ments that had emerged based on the system 
we had finally started to create the previous 
year, with little experience as a curator, was sig-
nificant. ooking back, I don't think we had time 
to think about the discomfort of not being able 
to have artists stay at the residency, especially 
when we called ourselves AIR. owever, we 
were striving to establish CAIR as a completely 
different, yet ongoing programme.
It was challenging for the participating artists 
and curators to meet each other for the first 
time through the screen in a language that was 
not the mother tongue of some participants, 
with time one differences. Coupled with the 
differences in age and experience, the curators 
also atrophied and became passive, and their 
work and raison d'etre as curators were not well 
re ected in the exhibition. CAIR 2022 took on 
this issue and attempted to make improve-
ments. This is not to say that the online chal-
lenges were not valuable, such as the search 
for interaction tools and virtual exhibition 
know-how. evertheless, if I were to conduct 
CAIR again now, I would opt for a face-to-face 
format. This is the way CAIR should be for me, 

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: 
CAIR x3'

rti t to arti t co nication and on ine
During 'Outcomes Together  CAIRx3', we pre-
sented our experiences so far at CAIR and en-
gaged in informal discussions with UC  stu-
dents as we walked around the classroom and 
exhibition space. The students asked us many 

uestions and their feedback on the work pro-
duced, the advantages disadvantages of virtual 
exhibitions, and budgets.
One thing that left a lasting impression was the 
discussion that developed during the re ection 
time  that took place after the daily production 
activities during the Open tudio period at 
CAIR2020. After reviewing the day's activities, 
the artists talked about their usual activities 
and casual topics ranging from future goals to 
love stories over snacks, which encouraged 
interaction. The purpose of the re ection time 
was to share the day's activities, check the 
work done, create an opportunity for semi-man-
datory conversation amongst the buddies, keep 
a record of the work done, and manage life by 
breaking down the work. The uestion which 
was asked by a student about how the re ec-
tion on the day's production led to casual and 
private conversations is related to the nature of 
AIR. If you come together to produce with dif-
ferent backgrounds, this will manifest itself in 
expressive techni ues and themes. or exam-
ple, with my buddy, as we talked about why we 
used the techni ues we did and why we chose 
the themes we did, the conversation naturally 
shifted from experiences related to the themes 
to our own culture and what kind of life we lead 
and what kind of things we are interested in. As 
they re ected on their day-to-day work and 

Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」で
のディスカッション
アーティスト の ーションとオン イン

「Outcomes Together  CAIRx3」で は、こ れ で の
CAIRでの 験を レ ンテーシ ンして、 ジュア に

と展示会場を き りながら 地の学生とディス
シ ンを行なった。学生からは、制作された作品の
、バー 展示のメリ ト/デメリ ト、 のこと

など、多くの と が せられた。
つ に っているのはCAIR2020にてオー ンス

タジオ期間の 日の制作 に行なっていた「リ レ
シ ンタイム」から発展した話し合いである。 レ

ンテーシ ンに いては、 日の を り った に、
を ながら の や、 来の目 から

バ での ジュア な話をしたことによって交流が
されたということを話していた。 時リ レ シ ンタイ
ムを けた目的としては、その日の を共有すること
でやった を しながら 制的にバディの中で
会話をする 会を作ることとその を すこと、作
に りをつけて生 を することとしてあった。学
生から のあった「 日の制作の り りがどのよう
に ジュア で ライベートな話にもつながっていたの
か」ということは、AIRの が る。それぞれ異な
る を って集 り制作をしていれば、表 や
テーマにそれが れる。 ば の バディでは、
制作についてどうしてその を用いるのか、な その
ようなテーマを ったのか、と話しているう に、テーマ
に る体験から、 の つ の話に り、どんな
生 をしてどんなことに を っているのか、と
に話が っていた。 日 とに 共に行なった作
を り って、 かい を して話すう に、制作
に のないことにもアーティスト同 で共通 や相

を見出しながら情 を交 し、 たな表 を開 する
けとなることがあるのかもしれないと話をした。

しかしそれはオンラインでもすることは であるように
る。実 、CAIR2021の 中で を試みたことも

あったがう くいかなかった。 として、 したよう
に れない で、それぞれが続けている生 の時 、
年 や 験の というのも かにあった。それでも、
に様々なオンライン を ている た は、同 国と

talked about the detailed processes they and 
others had gone through, they discussed how 
artists can find similarities and differences in 
things unrelated to production and exchange 
information with each other, which may help 
them to develop new forms of expression.

owever, it seems possible to do this online as 
well. In fact, there were some attempts to im-
prove it during CAIR 2021, but they did not 
work. ome of the factors were certainly the 
unfamiliar language, as mentioned earlier, the 
time difference in the lives that each of us con-
tinues to lead, and the differences in our age 
and experiences. evertheless, those of us who 
have already been through various online activi-
ties have had the reali ation that even online 
meetings with people of the same age and posi-
tion in the same country and language do not 
work. e can give reasons for differences, both 
good and bad, in the way the participants' 
faces, including our own, line up, the way they 
speak, the overlap of voices, the way materials 
are shared, etc. And in this kind of communica-
tion, the importance of shared space and sen-

の者同 で同 年 や立場の人とのオンライン会
でも、う くいかない実 を ったことがある。

を めた参加者の が 様 、発 の方 、 の
なり、 の共有方 など、良くも くも いの を

ることはできる。そしてこのようなコ ュ ーシ
ンに いては、 間や を共有していることの
が大きかったのだと られる。これは そらく人間同

のコ ュ ーシ ンだけではなく、実 の作品を鑑
賞するということの意義にも るのではないだ う
か。

Part.3 CAIRの今後
「キャンパス・アート・イン・レジデンス R」
CAIRを、アートに る人々の交流をキ ン スで行う

「キ ン ス・アート・イン・レジデンス CAIR」としても
良いのではないだ うか。 だけなら、「キ ン ス
のアーティスト・イン・レジデンス( 、AIR)」という

を ていれば の が成立する。キ ン
スが筑波大学ではなくても、UC や、これ で参加し

てくれた の学生の大学でも、キ ン スの るAIR
であれば良いということである。

ジ トの や 、コン トなどここだけは
ないという の を にして って き、

年 っていくメンバーや時 によってそれ 外
ラ と ていくということは 続の オリーである。
この「 の 」は、CAIRの そのものを意
す る。こ れ で に「CAIR Campus artist in 
residence program とは、 外の 術大学の学生を
筑波大学に き、筑波大学で芸術を学 学生と交流す
ることを目的とした ラム と き表してきた。それ
でも実 には筑波大学の 地には くことができな
かったり、成果展とディス シ ンはイ リスで行ってい
たりと してきたのだ。 は れど、CAIRが
企画として し、人々に してもらい、 続していく
ことで み ねて見 てくるものがある。

た イ リスのUC に して、 制作ではな
いが「キュレーター・イン・レジデンス」のような も
あった。 がこれ で行ってきたキュレーシ ンを

り り、 地の同 について学 学生と意見や
情 を交 することはAIRで られることと ている

もある。それならば、その時 とに集 った学生の
や 心に合 せて、アーティストの各地への 制

作から、キュレーター育成に けた実 やディス シ
ン、これ でのCAIRで 度も意 してきた鑑賞者に働
きかける ラムなど、 ていく てを めて

「CAIR」とすることができるかもしれない。
CAIRが 続していくものになるときに生 る の
つは、キュレーターの学生が に れ っていくこと
である。せっかく連続で参加していても大学を れたら
CAIRからも れないといけない。これ での
を き いでもさらに 人として させていく 会が

なくなってし うのももったいない。 も め、3年 っ
てもキュレーシ ンに しては初心者として たな
に立 かっていかなくてはならないことも多い。これ

では、そのような 験の い学生た の り とめ、
会 や 外との 外などの な の につ
いては 生と大学院生が ってくださっていた。キ ン

スにとら れ にキュレーシ ンとCAIRに する
を 続けるためには、 の大学に やスタ

を しない、 や などのシステム作りが
になる がある。 実的に れば様々な

は生 るが、CAIRが しながらも ラ シュア し
て続いていくために、 もキュレーシ ンの 験を に

んで できたらと う。

Part 1: My Experience with CAIR 
hat R ean  to e

I had the opportunity to participate in CAIR from 
2019 to 2021 as a curator. or me, it was a valu-
able chance to connect with people from differ-
ent countries while living in Tsukuba, apan. 
Through CAIR, I have learned the fundamentals 
of curatorial practice and continued to improve 
my skills year after year. hile traveling alone 
to foreign countries is one way to interact with 
people from different cultures, it can be di cult 
to balance this with your ongoing activities and 
responsibilities in your home country. oreover, 
there are few opportunities to learn curation 

Part.1 これまでのCAIR
にとっての R
はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参

加した。CAIRは にとって、筑波にいながら 外の人
と交流する ンスであり、キュレーターとしての を
実 から学 、年々 続させることでスキ ア させ
ていくことのできる 会であった。 外との交流という
のは、 から外国に行くことは の つとしてある
が、 住んでいる場所でしている を続けながら
に る でそれを実 することは 1人の では
難しい。実 ではなく、有 の 外 でもなく、
大学内で 続的に実 を通してキュレーシ ンを学 こ
とのできる 会というのも ない。芸術 という 広
い を する にいる で、様々な へ

through practical classes or extracurricular ac-
tivities at universities. CAIR provided a uni ue 
and enriching experience for me who speciali -
es in Art nvironment upport and has a 
diverse range of interests. As I look back on my 
participation in CAIR 2019-2021 and re ect on 
Outcomes Together  CAIR x3 , I will explore 
what CAIR has to offer in the future.

The r t ear  t co eting the rogra e 
a  the e t e co d do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase 
and the artists participating in the programme 
were all graduate students. At the time, 
although I was a curator, I was still a first-year 
university student and lacked experience. ow-
ever, all the curators working with me, including 
my seniors were in the same situation. ith the 
help of the participating artists, all I could do 
was doing my best to carry out the programme 
that the art students at the University of Tsuku-
ba and the art students from abroad coming 
together to create a residency and exhibit their 
work.

reating a Tea  and te  a  a ro ect
In 2020, under the guidance of Dr inowa, the 
project began by setting goals for the issues as 
a project  and establishing a system of working 
team  to consider and implement the direction 
of the project. The theme of CAIR2020 was In-
teraction,  and the artists, curators, and the 
team created a system in which the three par-
ties - artists, curators, and viewers - interacted 

の 心があり「 り」だった には、CAIRは
の 験ができる の つだった。ここから めて
の 参 加したCAIR2019~2021と の「Outcomes 
Together  CAIR x3」を り りながらこれ からの
CAIRについて る。

の年は さ る けで なもの
2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティス
トも大学院生を対 とした ラムであった。この
は も大学 年生で、立場はキュレーターながら 験は

い。しかし共にキュレーターとして する も
めて それは同 だった。参加アーティストの も
ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学 学生と 外の

大生とが集 って 制作をして展示をする」という
ラムを成立させることだけで だった。



プ ジェクトとしてのチームとシステムを作る
2020年からは 生のオー イ の で、「 ジ
ト」として に けての目 を め、方 けを
し実行していく「 ーキン ーム」の体制を るとこ

か ら っ た。CAIR2020の テ ー マ は
「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞
者の 者が相互作用して るシステムを作り て
いった。筑波の学生と 外の学生がペアになって
のキュレーターがつき、互いの制作から生 でを け
合う「バディシステム」。オー ンスタジオ期間の 日
の制作 に 日の を り る「リ レ シ ン
タイム」。その 、 ーキン タイムを けての時間
や、 会「Crits」、 を深めながら きするシ ート
トリ などを実 した。

Rのキ レーターとしての
CAIR2020での のキュレーターとしての は、公  
Twitterの 用、 アーティストの / を
期間中の ートと 、展示来場者へのアン ート作
成、 画から 出 での展示作 、展示 の作成
と 、来 場 者 へ の 企 画 と通 など の 内、 
Google ドライ などの 、 タ 作成のための
データ 集と などであった。CAIRの「キュレー
ター」は、 ジ トに る( 生の してくださ

る会 や 外との 外、デ イ ーの うデ インなど
を く)あらゆる を して行う。企画や
の 模が大きければ ディレ ター、キュレー

ターにも ー がいて、エディター、 ラン ー、テ
シ ン、インストーラー、エデュ ーターなど とに

にあたることもある。しかし多くの実 の ジ
トは大きな を つことはでき 、広義の「キュレー

ター」がそれらを っていることだ う。 外と して
日 の学芸 は「 芸 」などという話も くが、それ
は かな で って 体を していることの
み ねが ジ トの 行と成立を ているからだ
と られる。そのような実 に かなければ からな
い体験をできたこともCAIRのキュレーターとして られ
たことの つである。

「 nteraction」を振り返って
アーティスト・イン・レジデンス( 、「AIR」)の は、外

アーティスト同 が会 なくても交流ができるように、
年よりも長い 期間と2週間の制作期間を けて
期的にzoom等を用いて、大きな時 の合間で連 を

り合った。バディ とに鑑賞者に けて、アーティスト
の 心や をもとに交流する 会を作ったり見せた
りするためのオンライン ラムの企画などもした。
オンラインであることからバー 展示の 、SNSを

用した情 発 にも を れて、 しくInstagramと
YouTubeを した。 は 年 から き続 い て
Twitter として、14日間のオー ンスタジオ期間に
バディ との 日 の も った。 イートの
には、 キュレーターから かった ての を

の の中で共通の ーマ トに めて も
行なった。 たオンラインに いては、データ もよ
り になる。作品そのものである イ から広

、各 体の共同ア ント で、アー イ 作
の イドラインを して した。

しているが のものとしての R
キュレーター 験の い中で、 年やっと作り めたシ
ステムをもとに出てきた 続したい や を い
て、 たなシステムを から作っていかなくてはならな
いストレスは う でもなく大きなものだった。 り

れば、 にAIRを るのにアーティストが でき
ないことへの など る もなく、 く のもの
として、しかし 続している ラムとして、CAIRを成
立させるために っていた状 だったと う。
参加アーティストもキュレーターも 集 ることなく、

の生 を続けている合間の時間で、参加者によっ
ては ではない で初対 の人間同 が画 越し
に交流をすること 体が難しい。そこに年 や 験

が加 られ、キュレーターも して 的になり、
キュレーターとしての や 意義が展示にあ り

されていなかった。この はCAIR2022に け
がれ、 が試みられた。交流 ー の模索やバー

展示の など、オンラインでの に がな
かったという けではない。それでも たCAIRを実

できるのなら、対 でと できる。これが 初から
参加していた にとってCAIRの る き なのだと

る。

sation was significant. This probably relates not 
only to communication between humans but 
also to the significance of viewing actual art-
works on-site.

Part 3: The future of CAIR
a  rt in Re idence  R

CAIR could also be referred to as Campus Art 
in Residence = CAIR , which facilitates an ex-
change of people involved in art on campus. If it 
is just a name, the minimum re uirement is ful-
filled if the artist-in-residence on campus 
henceforth AIR  part of the name is consid-

ered. ven if the campus is not the University of 
Tsukuba, it could be UC  or any of the other 
universities that have participated in the project 
so far, if it is an AIR involving a campus.
It is important for the name, logo, and concept 
of the project to have a clear minimum that will 
not be changed, while the rest of the project 
can be adapted each year depending on the 
changing members and current situation. This 
'minimum' refers to the value of CAIR itself. o 
far, CAIR Campus Artist in Residence Pro-
gramme  has been simply described as a pro-
gramme that aims to invite students from over-
seas art universities to the University of Tsuku-
ba to interact with students studying art at the 
University of Tsukuba . owever, the pro-
gramme has evolved, due to some factors such 
as the inability to invite students to Tsukuba 
University on-site, resulting in the exhibition 
and discussions of the results being held in the 
U  instead. Despite the changing form, there 
should be aspects that become visible through 
the continuity and accumulation of CAIR, which 
has become established as a regular event and 
gained recognition among people.
During our visit to UC  in the U , we experi-

enced something like a 'curator-in-residence', 
even though it was not a residency. Re ecting 
on the curation we have done and exchanging 
opinions and information with the UC  students 
of the same field of study is similar in some 
ways to what we gain from AIR. CAIR can be 
include everything that will be changing, de-
pending on the attributes and interests of the 
students gathered on each occasion, CAIR 
could include everything that changes, from art-
ists' residencies in various locations to practic-
es and discussions aimed at curatorial develop-
ment to the programme to reach out to the au-
dience, which we have been aware of its impor-
tance many times so far. 
One of the challenges that will arise when CAIR 
becomes an ongoing programme is the con-
stant turnover of curatorial students. ven if 
they have participated in several CAIR in a row, 
when they leave the university they must leave 
CAIR as well. It would be a waste to lose the 
opportunity to take over the know-how that has 
been accumulated so far and further refine it as 
an individual. ven after three years, including 
myself, I often must face new challenges as a 
novice when it comes to curation. Until now, the 
responsibility for organising such inexperienced 
students and managing important aspects such 
as accounting and liaising with overseas part-
ners has fallen to the teachers and the graduate 
students. To continue to transfer the know-how 
on curation and CAIR without being restricted 
to campus, it may be necessary to create a 
system of organisation and secretariat that is 
not dependent on a specific university in terms 
of its budget and staff. Although various chal-
lenges will arise from a practical point of view, I 
would like to gain further experience in curation 
and give back to CAIR so that it can continue 
while evolving and developing.

and engaged with each other. Buddy system  
was established, pairing Tsukuba students and 
international students with a curator who was 
in charge, to help each other with everything 
from production to daily life. Re ection time  
was also allocated to review the day's progress 
after each day's production during the open 
studio period. Other activities included the time 
management with working hours, a criti ue 
session Crits , and short trip to relax while get-
t i n g  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  b e t t e r .

 ro e a  a c rator at R
y role as a curator at CAIR2020 included man-

aging the o cial Twitter feed, supporting, and 
documenting the artists who I assigned to the 
project throughout its duration, including pre- 
and post-production, creating uestionnaires 
for exhibition visitors, working on the exhibition 
from planning to take-down, creating and man-
aging exhibition panels, explaining the project 
to visitors, and guiding them through it, includ-
ing interpretation. CAIR curators were responsi-
ble for all the tasks involved in the project ex-
cept for a few, such as accounts managed by 
the teacher, international liaison, and design 
work undertaken by the designer , which are 
divided up as appropriate. If the project or orga-
ni ation is large, there may be a general direc-
tor, a chief curator, and speciali ed roles such 
as editor, planner, technician, installer, and edu-
cator. owever, many actual projects cannot 

have a large organisation and are probably han-
dled by its curators in the broad sense of the 
term. Compared with their counterparts over-
seas, apanese curators are sometimes referred 
to as 'miscellaneous curators', but this is 
thought to be because they are involved in even 
the smallest tasks and have an overall grasp of 
the project, which supports the progress and 
success of the project. One of the things I 
gained as a CAIR curator was the opportunity to 
experience what would not have been possible 
without such practical work.

Reflection  on the nteraction
The essence of an artist-in-residence hence-
forth 'AIR'  is the process by which the ex-
change of experiences between visitor and host 
is made visible in the form of artworks and ex-
hibitions. I think this idea was conveyed 
through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. 
Regarding the interaction between artists, I had 
the feeling that it manifested itself in different 
ways depending on the individuality of each pair 
buddy . On the other hand, there were still 

issues regarding how to present it and how to 
engage with the viewers. During the open 
studio, a 'comment board' was set up where 
visitors could leave comments and the people 
involved could reply. Additionally, uestion-
naires were distributed during the exhibition 
period. owever it was di cult to gather su -
cient uality feedback to ualify as an interac-
tion by merely asking visitors to comment 
here . There was also a lack of publicity and 
promotion to encourage people to come to the 
open studio in the first place. urthermore, the 
short exhibition period of only one day may 
have made it impractical for people to look at 
the uestionnaire before giving feedback.

ha enge  on n ine 

Under the theme of Correlate,  CAIR 2021 
aimed to improve on the previous year's re ec-
tions, including the approach to viewers. ow-
ever, the world is amid the COVID-19 pandemic, 
and we had to start from scratch again online, 
where none of our previous methods would 
work.
To enable the artists to communicate with each 
other, even if they couldn't meet, we had a 
longer preparation period than the previous 
year and a two-week production period. e 
regularly communicated with each other de-
spite the large time differences, using Zoom 
and other methods. e also organised an 
online program for each artist buddy to create 
and provide opportunities to interact with each 
other based on the artists' interests and fea-
tures for the viewers.
In addition to the virtual exhibition, we focused 
on disseminating information using social 
media, including the newly introduced Insta-
gram and ouTube. I oversaw Twitter, continu-
ing from the previous year, and was responsible 

から ねる者/ る者の間で生 れる交流体験が、作
品や展示として見 るものにする にある。その意

がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れて
いたと う。アーティスト同 の交流については、ペア
(バディ) との によって異なる で実 できた実
が てた。 方、それの見せ方や鑑賞者との交流につ
いては が った。オー ンスタジオでは、 れた人
がコメントを し、それに対して 者が すること
ができる「コメントボード」を け、展示期間中のアン

ートを していた。 実には、ただ「ここにコメント
してね」だけでは相互作用となりうる どの の い

ィードバ を集めることも難しかった。そもそもオー
ンスタジオに来てもらうための広 も してい

た。アン ートについては、展示会期が 日のみと
かったことも、意見を 集すること に見てもらうこと
として 実的でなかったのかもしれない。

オン インでの
CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へ
のア ー をは めとして 年度 での を
て していこうとしていた。しかし世界中はコ
の っ 中で、これ でのやり方が 通用しないオン
ラインで から めるしかない。

for managing the daily posts for each buddy 
during the 14-day Open tudio period. I also 
edited all the tweets submitted by the curators 
in a standard format within the prescribed 
number of characters. Data management was 
also more critical online, and guidelines were 
set for archiving and managing everything from 
the film files to the publicity materials and joint 
accounts of the various media.

R a  a ontin ation t o ething o ete-
 i erent

It goes without saying that the stress of having 
to create a new system from scratch, leaving 
aside the points for continuity and improve-
ments that had emerged based on the system 
we had finally started to create the previous 
year, with little experience as a curator, was sig-
nificant. ooking back, I don't think we had time 
to think about the discomfort of not being able 
to have artists stay at the residency, especially 
when we called ourselves AIR. owever, we 
were striving to establish CAIR as a completely 
different, yet ongoing programme.
It was challenging for the participating artists 
and curators to meet each other for the first 
time through the screen in a language that was 
not the mother tongue of some participants, 
with time one differences. Coupled with the 
differences in age and experience, the curators 
also atrophied and became passive, and their 
work and raison d'etre as curators were not well 
re ected in the exhibition. CAIR 2022 took on 
this issue and attempted to make improve-
ments. This is not to say that the online chal-
lenges were not valuable, such as the search 
for interaction tools and virtual exhibition 
know-how. evertheless, if I were to conduct 
CAIR again now, I would opt for a face-to-face 
format. This is the way CAIR should be for me, 

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: 
CAIR x3'

rti t to arti t co nication and on ine
During 'Outcomes Together  CAIRx3', we pre-
sented our experiences so far at CAIR and en-
gaged in informal discussions with UC  stu-
dents as we walked around the classroom and 
exhibition space. The students asked us many 

uestions and their feedback on the work pro-
duced, the advantages disadvantages of virtual 
exhibitions, and budgets.
One thing that left a lasting impression was the 
discussion that developed during the re ection 
time  that took place after the daily production 
activities during the Open tudio period at 
CAIR2020. After reviewing the day's activities, 
the artists talked about their usual activities 
and casual topics ranging from future goals to 
love stories over snacks, which encouraged 
interaction. The purpose of the re ection time 
was to share the day's activities, check the 
work done, create an opportunity for semi-man-
datory conversation amongst the buddies, keep 
a record of the work done, and manage life by 
breaking down the work. The uestion which 
was asked by a student about how the re ec-
tion on the day's production led to casual and 
private conversations is related to the nature of 
AIR. If you come together to produce with dif-
ferent backgrounds, this will manifest itself in 
expressive techni ues and themes. or exam-
ple, with my buddy, as we talked about why we 
used the techni ues we did and why we chose 
the themes we did, the conversation naturally 
shifted from experiences related to the themes 
to our own culture and what kind of life we lead 
and what kind of things we are interested in. As 
they re ected on their day-to-day work and 

Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」で
のディスカッション
アーティスト の ーションとオン イン

「Outcomes Together  CAIRx3」で は、こ れ で の
CAIRでの 験を レ ンテーシ ンして、 ジュア に

と展示会場を き りながら 地の学生とディス
シ ンを行なった。学生からは、制作された作品の
、バー 展示のメリ ト/デメリ ト、 のこと

など、多くの と が せられた。
つ に っているのはCAIR2020にてオー ンス

タジオ期間の 日の制作 に行なっていた「リ レ
シ ンタイム」から発展した話し合いである。 レ

ンテーシ ンに いては、 日の を り った に、
を ながら の や、 来の目 から

バ での ジュア な話をしたことによって交流が
されたということを話していた。 時リ レ シ ンタイ
ムを けた目的としては、その日の を共有すること
でやった を しながら 制的にバディの中で
会話をする 会を作ることとその を すこと、作
に りをつけて生 を することとしてあった。学
生から のあった「 日の制作の り りがどのよう
に ジュア で ライベートな話にもつながっていたの
か」ということは、AIRの が る。それぞれ異な
る を って集 り制作をしていれば、表 や
テーマにそれが れる。 ば の バディでは、
制作についてどうしてその を用いるのか、な その
ようなテーマを ったのか、と話しているう に、テーマ
に る体験から、 の つ の話に り、どんな
生 をしてどんなことに を っているのか、と
に話が っていた。 日 とに 共に行なった作
を り って、 かい を して話すう に、制作
に のないことにもアーティスト同 で共通 や相

を見出しながら情 を交 し、 たな表 を開 する
けとなることがあるのかもしれないと話をした。

しかしそれはオンラインでもすることは であるように
る。実 、CAIR2021の 中で を試みたことも

あったがう くいかなかった。 として、 したよう
に れない で、それぞれが続けている生 の時 、
年 や 験の というのも かにあった。それでも、
に様々なオンライン を ている た は、同 国と

talked about the detailed processes they and 
others had gone through, they discussed how 
artists can find similarities and differences in 
things unrelated to production and exchange 
information with each other, which may help 
them to develop new forms of expression.

owever, it seems possible to do this online as 
well. In fact, there were some attempts to im-
prove it during CAIR 2021, but they did not 
work. ome of the factors were certainly the 
unfamiliar language, as mentioned earlier, the 
time difference in the lives that each of us con-
tinues to lead, and the differences in our age 
and experiences. evertheless, those of us who 
have already been through various online activi-
ties have had the reali ation that even online 
meetings with people of the same age and posi-
tion in the same country and language do not 
work. e can give reasons for differences, both 
good and bad, in the way the participants' 
faces, including our own, line up, the way they 
speak, the overlap of voices, the way materials 
are shared, etc. And in this kind of communica-
tion, the importance of shared space and sen-

の者同 で同 年 や立場の人とのオンライン会
でも、う くいかない実 を ったことがある。

を めた参加者の が 様 、発 の方 、 の
なり、 の共有方 など、良くも くも いの を

ることはできる。そしてこのようなコ ュ ーシ
ンに いては、 間や を共有していることの
が大きかったのだと られる。これは そらく人間同

のコ ュ ーシ ンだけではなく、実 の作品を鑑
賞するということの意義にも るのではないだ う
か。

Part.3 CAIRの今後
「キャンパス・アート・イン・レジデンス R」
CAIRを、アートに る人々の交流をキ ン スで行う

「キ ン ス・アート・イン・レジデンス CAIR」としても
良いのではないだ うか。 だけなら、「キ ン ス
のアーティスト・イン・レジデンス( 、AIR)」という

を ていれば の が成立する。キ ン
スが筑波大学ではなくても、UC や、これ で参加し

てくれた の学生の大学でも、キ ン スの るAIR
であれば良いということである。

ジ トの や 、コン トなどここだけは
ないという の を にして って き、

年 っていくメンバーや時 によってそれ 外
ラ と ていくということは 続の オリーである。
この「 の 」は、CAIRの そのものを意
す る。こ れ で に「CAIR Campus artist in 
residence program とは、 外の 術大学の学生を
筑波大学に き、筑波大学で芸術を学 学生と交流す
ることを目的とした ラム と き表してきた。それ
でも実 には筑波大学の 地には くことができな
かったり、成果展とディス シ ンはイ リスで行ってい
たりと してきたのだ。 は れど、CAIRが
企画として し、人々に してもらい、 続していく
ことで み ねて見 てくるものがある。

た イ リスのUC に して、 制作ではな
いが「キュレーター・イン・レジデンス」のような も
あった。 がこれ で行ってきたキュレーシ ンを

り り、 地の同 について学 学生と意見や
情 を交 することはAIRで られることと ている

もある。それならば、その時 とに集 った学生の
や 心に合 せて、アーティストの各地への 制

作から、キュレーター育成に けた実 やディス シ
ン、これ でのCAIRで 度も意 してきた鑑賞者に働
きかける ラムなど、 ていく てを めて

「CAIR」とすることができるかもしれない。
CAIRが 続していくものになるときに生 る の
つは、キュレーターの学生が に れ っていくこと
である。せっかく連続で参加していても大学を れたら
CAIRからも れないといけない。これ での
を き いでもさらに 人として させていく 会が

なくなってし うのももったいない。 も め、3年 っ
てもキュレーシ ンに しては初心者として たな
に立 かっていかなくてはならないことも多い。これ

では、そのような 験の い学生た の り とめ、
会 や 外との 外などの な の につ
いては 生と大学院生が ってくださっていた。キ ン

スにとら れ にキュレーシ ンとCAIRに する
を 続けるためには、 の大学に やスタ

を しない、 や などのシステム作りが
になる がある。 実的に れば様々な

は生 るが、CAIRが しながらも ラ シュア し
て続いていくために、 もキュレーシ ンの 験を に

んで できたらと う。

Part 1: My Experience with CAIR 
hat R ean  to e

I had the opportunity to participate in CAIR from 
2019 to 2021 as a curator. or me, it was a valu-
able chance to connect with people from differ-
ent countries while living in Tsukuba, apan. 
Through CAIR, I have learned the fundamentals 
of curatorial practice and continued to improve 
my skills year after year. hile traveling alone 
to foreign countries is one way to interact with 
people from different cultures, it can be di cult 
to balance this with your ongoing activities and 
responsibilities in your home country. oreover, 
there are few opportunities to learn curation 

Part.1 これまでのCAIR
にとっての R
はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参

加した。CAIRは にとって、筑波にいながら 外の人
と交流する ンスであり、キュレーターとしての を
実 から学 、年々 続させることでスキ ア させ
ていくことのできる 会であった。 外との交流という
のは、 から外国に行くことは の つとしてある
が、 住んでいる場所でしている を続けながら
に る でそれを実 することは 1人の では
難しい。実 ではなく、有 の 外 でもなく、
大学内で 続的に実 を通してキュレーシ ンを学 こ
とのできる 会というのも ない。芸術 という 広
い を する にいる で、様々な へ

through practical classes or extracurricular ac-
tivities at universities. CAIR provided a uni ue 
and enriching experience for me who speciali -
es in Art nvironment upport and has a 
diverse range of interests. As I look back on my 
participation in CAIR 2019-2021 and re ect on 
Outcomes Together  CAIR x3 , I will explore 
what CAIR has to offer in the future.

The r t ear  t co eting the rogra e 
a  the e t e co d do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase 
and the artists participating in the programme 
were all graduate students. At the time, 
although I was a curator, I was still a first-year 
university student and lacked experience. ow-
ever, all the curators working with me, including 
my seniors were in the same situation. ith the 
help of the participating artists, all I could do 
was doing my best to carry out the programme 
that the art students at the University of Tsuku-
ba and the art students from abroad coming 
together to create a residency and exhibit their 
work.

reating a Tea  and te  a  a ro ect
In 2020, under the guidance of Dr inowa, the 
project began by setting goals for the issues as 
a project  and establishing a system of working 
team  to consider and implement the direction 
of the project. The theme of CAIR2020 was In-
teraction,  and the artists, curators, and the 
team created a system in which the three par-
ties - artists, curators, and viewers - interacted 

の 心があり「 り」だった には、CAIRは
の 験ができる の つだった。ここから めて
の 参 加したCAIR2019~2021と の「Outcomes 
Together  CAIR x3」を り りながらこれ からの
CAIRについて る。

の年は さ る けで なもの
2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティス
トも大学院生を対 とした ラムであった。この
は も大学 年生で、立場はキュレーターながら 験は

い。しかし共にキュレーターとして する も
めて それは同 だった。参加アーティストの も
ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学 学生と 外の

大生とが集 って 制作をして展示をする」という
ラムを成立させることだけで だった。



Vanessa im. he was a CAIR 2022 artist from 
ingapore who made educational toys. In the 

CAIR2022, I saw her works as only at forms 
of image data. At the CAIR x3, although that 
was not the original, a similar work using the 
same material was exhibited. I remember how 
I was impressed when I saw it for the first 
time. I talked about this impression in the dis-
cussion. And we talked that it is easy to show 
two-dimensional works at virtual exhibition 
but di cult to do for three-dimensional ob-
jects. I was reminded of the disadvantage of 
virtual exhibitions in that the amount of infor-
mation conveyed to the viewer is reduced. But 
at the same time I think that online exhibitions 
are not always inferior to actual exhibitions, 
and depending on the form and purpose of the 
work, they may be more effective than viewing 
the actual object.
   As COVID-19 restrictions are currently get-
ting less serious issues, we have to consider 
the other advantages that are only virtual style 
exhibition. There are three advantages I think 
suppose  the viewer can see the works at any 
time and place, curators can easily create an 
exhibition space, and two-dimensional work 
can be shown without losing its element. As a 
curators  point of view, it allows a viewer to 
see the work easily and have interest in the 
actual exhibition. In addition, it is relatively 
easy to create an exhibition space as virtual 
exhibition does not need any preparation tools 
and space. Also it can be used as a simulation 
for the actual exhibition. Although we need 
some considerations when we show three-di-
mensional works, I still would like to think of 
an exhibition that makes the most of these ad-
vantages. I also was impressed by the ease of 
communication in actual meeting through the 
whole events. In face-to-face conversation, I 
could talk easily, ask immediately, and the 

作品は画 データの の でしか見ることができな
かった。 の展示では 時の作品そのものではない
ものの、同様の を 用した 作品が展示されて

り、初めてそれを目にした には「やっと実 が見ら
れた 」と したことを ている。その をディス

シ ンで話した 、バー 展示では 作品は
に見せることが出来るが、 の 体は難しいと

いう話になった。やはりバー 展示は鑑賞者に
られる情 が ってし うというデメリ トを めて

したが、同時にオンラインの展示は しも対 に
る ではなく、作品の や目的によっては実 を鑑

賞するより 果的な場合もあるのだと う。
COVID-19の 対 が 初 ど大きな ではな
くなった 、バー 展示を行うとすれば、バー

展示ならではの を する があるだ う。
の う としては、鑑賞者 にとっては時間と場所

の制 が さく でも作品が見られること、キュレーター
にとっては に展示 間を作れること、 作品の

場合であれば作品が つ をあ り うことなく見
せられることが られる。キュレーター としては、
鑑賞者に に作品を見てもらうことができ、実 の展
示にも を ってもらうことができる。 た、展示

や場所の などの がなくとも 的 に展
示 間を作ることができ、実 の展示のためのシ ュ

tiredness after that was different from online 
format. hen I use some online tools, I had to 
put more effort outside of the interaction 
itself. It was surprising that I could speak 
easily without much efforts. On online commu-
nication, we can take enough time to interact 
at our own pace. In CAIR 2021, the Tsukuba 
students and the international students were 
able to meet one or two months before staring 
virtual open studio and gradually deepen their 
relationship. In CAIR 2022, we set longer 
period for studio practice, we were able to 
interact and make works slowly and carefully. 
In face-to-face meeting in CAIR x3, on the 
other hand, was shorter but allowed me to ex-
change more larger information with non-ver-
bal communication. Online interactions can 
not compete and become the substitute to 
face-to-face interaction. But I believe that it is 
important to consider ways to use advantages 
of both types of interaction.

Thin ing o  re idenc  in ne  or at
I was able to broaden my perspective, gain 
practical experience in curation, and ac uire 
skills through various works activities in CAIR. 
There are not so many opportunities to inter-
act with artists who are studying in different 
environments or working in different areas. 

レーシ ンとして用いることも だと う。立体作品
の場合は が だが、それらの を かせる展
示を てみたい。

た、 の企画 体に ることだが、実 に会っ
て話すことによるコ ュ ーシ ンの りやすさ、心
的な ード の さも に っている。対 の場合
はとても りやすく、 に き したりすることもで
き、話が った の 度も く っていた。オンラ
インでは の やア リを するなど交流その
もの 外への が多 なりともかかっていたが、それ
がないとこんなに交流 体に集中することができるのか
と 的だった。オンラインの場合は長い時間をかけ
て のペースを つつ交流を続けることができる。
CAIR2021では制作期間が る1、2か月 には筑波

と 外 とで 合 せを行うことができ、 し つ交
流を深めていった。CAIR2022では制作期間 体を長
く り、 よそ2か月間 っくりと交流・制作を めること
ができた。 方対 の場合は い時間だが、 ば
なしに多くの情 を行き交 せることができ、この
ならではの 的な交流も だ。対 での交流に

る、あるいは となるようなオンラインでの交流は
やはり難しいが、それぞれの を 用する を る
ことが だと実 した。

新しい開催 の
はCAIRでの を通して様々な体験をし、 を広
たり、キュレーシ ンに する実 験を んだり、
を に けたりすることが出来たと っている。学

が っていたり、異なるジ ン で作品制作をした

CAIR is a good chance not only for artists but 
also for curators for their developments. I 
hope that this project can be held again in the 
future, if possible.
   In the future CAIR, I would like to try a 
hybrid style that combines face-to-face and 
online programmes. ome of the advantages 
of interaction and events online is that we do 
not have to worry about time and place and 
being able to keep recording easily. Although 
meeting online do not compete face-to-face, 
we can use technology to meet each other 

exibly. CAIR programme has an emphasis on 
not only promoting artists' interaction but also 
on recording the process of interaction. ome 
online tools and events are effective to under-
stand how the artists had worked so far and 
how they have changed since starting commu-
nication. If they knew more about their previ-
ous activities or artwork online, they would be 
able to interact more effectively. Online inter-
actions will be better after getting to know 
each other well, it will also effect on the com-
munication between the team. 
  On curators' side, it needs to consider and 
make up plans so the participants can get 
such experience. owever, undergraduate stu-
dents who have started studying art academi-
cally, in particular, tend to be less knowledge-
able or expertise in curation and art. As cura-
tor students often need teachers  support, it 
would be di cult for them to look at entire 
project comprehensively to understand what 
they have to do, and to work and plan by their 
own. There is a difference attitude for CAIR 
between curators who have participated sev-
eral times and who participated for the first 
time. Therefore, if CAIR is to be held continu-
ously in the future, we also should consider 
how to connect curators in past and present 
for passing on know-how and experience. Pre-

りしているアーティストと 的に交流する 会はそう
多くない。そのようなアーティスト同 が り合い、
影響を 合う体験ができるCAIRはアーティストにとっ
て ラスに働くだ うし、キュレーターにとっても大きな
成長ができる で、 なら も開催できるとよいと

う。
来開催できるとすれば、これ で対 ・オンラインそ

れぞれの で行ってきたものを 合させた イ リ
ド でやってみたい。オンラインで交流や発表を行う

のメリ トとして、時間や場所を にしなくてよい 、
的 に しやすいという が られる。 た、

対 に て 的に るかもしれないが交流が で
あることは大きな だ う。CAIRでは学生アーティ
ストが交流し、影響を 合うことが大 にされてきて、
交流の を することも されていた。そこで、
アーティストが影響を けてどう ったかを する

で、交流を行う の状 をよく するために、オン
ラインでの交流や、 ー の 用が 果的なのではな
いだ うか。 の をオンラインで しく った
でなら、対 でもより深く交流を すことが出来ると
う。 互いを って話しやすくなった でのオンライン
での交流はより良いものになると れ、 ームのその

の交流にも られるのではないか。
たキュレーター としては、そのような体験ができる

ような企画を したり、行 したりすることが で
ある。しかし、学 生は に、 から 学してきて初
めて 的に 術を学 めた、あるいは 術やキュ
レーシ ンを学んできた年 や が ない にあ
る。学生の 験 が り 、かなり多くの で

の 立てが になってし う状況にあっては、
ジ ト 体を して をす きか すること

や、企画に 的に り んだり したりということ
が難しくなってし うのではないだ うか。 参加
験があるキュレーターと、 も も からないキュレー
ターとでは、CAIRそのものへの 方が異なってくる
と う。そこで、 も 続して開催していく場合、その
時々の ジ トをどうするか、ということと同時に

や 験の き といった、各 のキュレーター
同 の がりも してはどうだ うかと ている。
こ れ で もCAIRの 時 に は を き、
CAIR2022では連 も するようにしていた。

viously, each curator has written a report at 
the end of every CAIR and when CAIR 2022 we 
provided our contact information as well. 
Those reports tell us some important informa-
tion about the work, but they are not enough 
to know about the personal experiences within 
a team. During this trip, orako and I had 
many opportunities to look back on CAIR. In 
our discussions, I have got many interesting 
and informative talks especially CAIR2020 in 
which I had not participated. If possible, I 
would like to make an exchange meeting be-
tween the preview and future curators to visu-
ali e the next CAIR more specifically.
 

を通した き でも な などについて
できる は多いが、 に ームでの の 験などは
あ り深く ることはできない。 の に しては

さんとこれ でのCAIRを り ってみる 会も多
かったが、その話し合いの中で の参加していない
CAIR2020の話で 深い・参 になったと たこと
も多い。 なら、 年度に参加したキュレーターと
の年のキュレーターとの交流会を け、より 体的に
CAIRでの をイメージするのに られないだ う
かと った。

R  a ace to earn thro gh ractice
 I participated in CAIR 2021 and CAIR 2022 as 
a curator. ere, I will talk about my main roles 
and what I felt through them.
The primary roles of a curator is working with 
artist buddies who are from Tsukuba and 
abroad as a same team, supporting their ex-
changes and making, and recording their pro-
cesses. In addition, curators do various works 
for showing artworks and records such as 
making exhibitions, advertising, catalogue pro-
duction, and so on. In my case, in CAIR 2021, I 
was actively involved mainly in curating exhi-
bition, especially in the creation of virtual ex-
hibitions. In that year, CAIR held an online ex-
hibi t ion for  the first  t ime.  Therefore,  I  
researched the examples of online exhibitions, 
platforms, applications, etc., and prepared the 
online exhibit. In CAIR 2022, I mainly worked 
on the virtual exhibit, publicity on Twitter, and 
catalogue editing.
   ext, I would like to review the overall of ex-
periences in CAIR for 2 years. I feel that CAIR 

実 しながら学ぶ場としての R
はCAIR2021とCAIR2022でキュレーターとして参

加した。ここではその な と、それを通して た
ことについて る。

キュレーターは筑波・ 外の学生アーティストのバ
ディと ームになり、2人の交流や制作を したり、

を したりするのが 的な となる。それに
加 、展示作 や広 、 タ 制作など、作品や
を見せるための様々な を行うことになる。 の場
合はアーティストの という 的な に加 、
CAIR2021では に展示に する 、 にバー

展示作成に 的に っていた。この年はCAIR
が初めてオンラインで開催されることになった であり、
バー 展示も初めての試みだった。そのためオン
ライン展示の の や イト、ア リ ーシ
ンなどを したり、オンライン展示の をしたりと
いった を行った。 た、CAIR2022では にバー

展示、Twitterでの広 、 タ 集に
する に った。

に、2 のCAIRの体験がどのようなものであった
かを 合的に り ってみたい。

にとってCAIRはキュレーシ ンや展示作成といった
アート ジ トに な 術や を実 的に学

was a place where I was able to learn practi-
cal skills and knowledge necessary for art 
projects such as curation and making exhibi-
tions. I initially had little knowledge and expe-
rience in curation and art itself, so I learned 
them at necessary as the project progressed. 
Therefore, it can say that I just could feel the 
fundamentals of art projects rather than 
demonstrating my ability. pecifically, I have 
learned how to relate to artist, support their 
production, and make an exhibition, such as 
arrangements and captions. These new learn-
ings such as interacting international artists 
and supporting their interaction are uni ue 
characteristics in CAIR, different from other 
art projects which simply support individual 
artist. Through the other duties, I also gained 
knowledges of making virtual exhibition, visual 
design and editorial design.
   Also, as I was previously an artist to make 
and show art, not a curator, so it was a valu-
able experience to see the entire process of 
an artist other than myself from a close dis-
tance. I was able to deepen my understanding 
of the artist's background and their works. 
And through that experience at CAIR, I came 
to be able to think about the way of showing 
art works so that audiences can get better un-
derstandings.
 
The act o  ace to ace eeting
I would like to review what impressed me 
throughout the presentation and discussions. 
At the CAIR x3 exhibition, there was a work by 

た場という が い。 は 々キュレーシ ンや 術
の ・ 験はやや しく、 ジ トの 行に って

になった や を初めてそこで学 ことが多
かった。そのため実 験を んで を に ばせ
たというよりは、アート ジ トの に れること
が出来たという が大きかったかもしれない。 体
的には、アーティストとどう るか、制作をどう す
るのか試行錯誤したり、展示企画では やキ シ
ンなど見せ方を することになったりした。こういっ
た のアート ジ トにも共通するような学 だけ
でなく、CAIRに 有のものとして、 外のアーティスト
とどう交流するのか、 にアーティスト1人を する
のではなく、バディの交流をどう せるのか、といったこ
とに する たな学 も大きかった。 の では、
バー 展示を作るにあたって る イトや

ー を て情 を たり、あるいは タ 集に
ることになってデ インやillustratorの を

たりするといったことも られる。
た、 はキュレーターとして作品を見せるより、作

品制作を行う であることが どだったため、 外
のアーティストの制作 スや を い所から

見ることができたのも な 験だった。アー
ティストのバ ラ ンドや、その作品 体の を
深めることができ、それ 体が に 深いものだっ
ただけでなく、 にそれをどうすれば鑑賞者に かりや
すく見せられるかについて る を、CAIRでの

を通して うことが出来たように れる。

のインパクト
に、 の レ ンテーシ ンとディス シ ンを通

して に ったことを り ってみたい。CAIRx3の
展示会場には、バ さんの立体作品が1 展示され
ていた。 はCAIR2022に参加していた 育用
を作るシン ー 出 のアーティストで、 時 の



Vanessa im. he was a CAIR 2022 artist from 
ingapore who made educational toys. In the 

CAIR2022, I saw her works as only at forms 
of image data. At the CAIR x3, although that 
was not the original, a similar work using the 
same material was exhibited. I remember how 
I was impressed when I saw it for the first 
time. I talked about this impression in the dis-
cussion. And we talked that it is easy to show 
two-dimensional works at virtual exhibition 
but di cult to do for three-dimensional ob-
jects. I was reminded of the disadvantage of 
virtual exhibitions in that the amount of infor-
mation conveyed to the viewer is reduced. But 
at the same time I think that online exhibitions 
are not always inferior to actual exhibitions, 
and depending on the form and purpose of the 
work, they may be more effective than viewing 
the actual object.
   As COVID-19 restrictions are currently get-
ting less serious issues, we have to consider 
the other advantages that are only virtual style 
exhibition. There are three advantages I think 
suppose  the viewer can see the works at any 
time and place, curators can easily create an 
exhibition space, and two-dimensional work 
can be shown without losing its element. As a 
curators  point of view, it allows a viewer to 
see the work easily and have interest in the 
actual exhibition. In addition, it is relatively 
easy to create an exhibition space as virtual 
exhibition does not need any preparation tools 
and space. Also it can be used as a simulation 
for the actual exhibition. Although we need 
some considerations when we show three-di-
mensional works, I still would like to think of 
an exhibition that makes the most of these ad-
vantages. I also was impressed by the ease of 
communication in actual meeting through the 
whole events. In face-to-face conversation, I 
could talk easily, ask immediately, and the 

作品は画 データの の でしか見ることができな
かった。 の展示では 時の作品そのものではない
ものの、同様の を 用した 作品が展示されて

り、初めてそれを目にした には「やっと実 が見ら
れた 」と したことを ている。その をディス

シ ンで話した 、バー 展示では 作品は
に見せることが出来るが、 の 体は難しいと

いう話になった。やはりバー 展示は鑑賞者に
られる情 が ってし うというデメリ トを めて

したが、同時にオンラインの展示は しも対 に
る ではなく、作品の や目的によっては実 を鑑

賞するより 果的な場合もあるのだと う。
COVID-19の 対 が 初 ど大きな ではな
くなった 、バー 展示を行うとすれば、バー

展示ならではの を する があるだ う。
の う としては、鑑賞者 にとっては時間と場所

の制 が さく でも作品が見られること、キュレーター
にとっては に展示 間を作れること、 作品の

場合であれば作品が つ をあ り うことなく見
せられることが られる。キュレーター としては、
鑑賞者に に作品を見てもらうことができ、実 の展
示にも を ってもらうことができる。 た、展示

や場所の などの がなくとも 的 に展
示 間を作ることができ、実 の展示のためのシ ュ

tiredness after that was different from online 
format. hen I use some online tools, I had to 
put more effort outside of the interaction 
itself. It was surprising that I could speak 
easily without much efforts. On online commu-
nication, we can take enough time to interact 
at our own pace. In CAIR 2021, the Tsukuba 
students and the international students were 
able to meet one or two months before staring 
virtual open studio and gradually deepen their 
relationship. In CAIR 2022, we set longer 
period for studio practice, we were able to 
interact and make works slowly and carefully. 
In face-to-face meeting in CAIR x3, on the 
other hand, was shorter but allowed me to ex-
change more larger information with non-ver-
bal communication. Online interactions can 
not compete and become the substitute to 
face-to-face interaction. But I believe that it is 
important to consider ways to use advantages 
of both types of interaction.

Thin ing o  re idenc  in ne  or at
I was able to broaden my perspective, gain 
practical experience in curation, and ac uire 
skills through various works activities in CAIR. 
There are not so many opportunities to inter-
act with artists who are studying in different 
environments or working in different areas. 

レーシ ンとして用いることも だと う。立体作品
の場合は が だが、それらの を かせる展
示を てみたい。

た、 の企画 体に ることだが、実 に会っ
て話すことによるコ ュ ーシ ンの りやすさ、心
的な ード の さも に っている。対 の場合
はとても りやすく、 に き したりすることもで
き、話が った の 度も く っていた。オンラ
インでは の やア リを するなど交流その
もの 外への が多 なりともかかっていたが、それ
がないとこんなに交流 体に集中することができるのか
と 的だった。オンラインの場合は長い時間をかけ
て のペースを つつ交流を続けることができる。
CAIR2021では制作期間が る1、2か月 には筑波

と 外 とで 合 せを行うことができ、 し つ交
流を深めていった。CAIR2022では制作期間 体を長
く り、 よそ2か月間 っくりと交流・制作を めること
ができた。 方対 の場合は い時間だが、 ば
なしに多くの情 を行き交 せることができ、この
ならではの 的な交流も だ。対 での交流に

る、あるいは となるようなオンラインでの交流は
やはり難しいが、それぞれの を 用する を る
ことが だと実 した。

新しい開催 の
はCAIRでの を通して様々な体験をし、 を広
たり、キュレーシ ンに する実 験を んだり、
を に けたりすることが出来たと っている。学

が っていたり、異なるジ ン で作品制作をした

CAIR is a good chance not only for artists but 
also for curators for their developments. I 
hope that this project can be held again in the 
future, if possible.
   In the future CAIR, I would like to try a 
hybrid style that combines face-to-face and 
online programmes. ome of the advantages 
of interaction and events online is that we do 
not have to worry about time and place and 
being able to keep recording easily. Although 
meeting online do not compete face-to-face, 
we can use technology to meet each other 

exibly. CAIR programme has an emphasis on 
not only promoting artists' interaction but also 
on recording the process of interaction. ome 
online tools and events are effective to under-
stand how the artists had worked so far and 
how they have changed since starting commu-
nication. If they knew more about their previ-
ous activities or artwork online, they would be 
able to interact more effectively. Online inter-
actions will be better after getting to know 
each other well, it will also effect on the com-
munication between the team. 
  On curators' side, it needs to consider and 
make up plans so the participants can get 
such experience. owever, undergraduate stu-
dents who have started studying art academi-
cally, in particular, tend to be less knowledge-
able or expertise in curation and art. As cura-
tor students often need teachers  support, it 
would be di cult for them to look at entire 
project comprehensively to understand what 
they have to do, and to work and plan by their 
own. There is a difference attitude for CAIR 
between curators who have participated sev-
eral times and who participated for the first 
time. Therefore, if CAIR is to be held continu-
ously in the future, we also should consider 
how to connect curators in past and present 
for passing on know-how and experience. Pre-

りしているアーティストと 的に交流する 会はそう
多くない。そのようなアーティスト同 が り合い、
影響を 合う体験ができるCAIRはアーティストにとっ
て ラスに働くだ うし、キュレーターにとっても大きな
成長ができる で、 なら も開催できるとよいと

う。
来開催できるとすれば、これ で対 ・オンラインそ

れぞれの で行ってきたものを 合させた イ リ
ド でやってみたい。オンラインで交流や発表を行う

のメリ トとして、時間や場所を にしなくてよい 、
的 に しやすいという が られる。 た、

対 に て 的に るかもしれないが交流が で
あることは大きな だ う。CAIRでは学生アーティ
ストが交流し、影響を 合うことが大 にされてきて、
交流の を することも されていた。そこで、
アーティストが影響を けてどう ったかを する

で、交流を行う の状 をよく するために、オン
ラインでの交流や、 ー の 用が 果的なのではな
いだ うか。 の をオンラインで しく った
でなら、対 でもより深く交流を すことが出来ると
う。 互いを って話しやすくなった でのオンライン
での交流はより良いものになると れ、 ームのその

の交流にも られるのではないか。
たキュレーター としては、そのような体験ができる

ような企画を したり、行 したりすることが で
ある。しかし、学 生は に、 から 学してきて初
めて 的に 術を学 めた、あるいは 術やキュ
レーシ ンを学んできた年 や が ない にあ
る。学生の 験 が り 、かなり多くの で

の 立てが になってし う状況にあっては、
ジ ト 体を して をす きか すること

や、企画に 的に り んだり したりということ
が難しくなってし うのではないだ うか。 参加
験があるキュレーターと、 も も からないキュレー
ターとでは、CAIRそのものへの 方が異なってくる
と う。そこで、 も 続して開催していく場合、その
時々の ジ トをどうするか、ということと同時に

や 験の き といった、各 のキュレーター
同 の がりも してはどうだ うかと ている。
こ れ で もCAIRの 時 に は を き、
CAIR2022では連 も するようにしていた。

viously, each curator has written a report at 
the end of every CAIR and when CAIR 2022 we 
provided our contact information as well. 
Those reports tell us some important informa-
tion about the work, but they are not enough 
to know about the personal experiences within 
a team. During this trip, orako and I had 
many opportunities to look back on CAIR. In 
our discussions, I have got many interesting 
and informative talks especially CAIR2020 in 
which I had not participated. If possible, I 
would like to make an exchange meeting be-
tween the preview and future curators to visu-
ali e the next CAIR more specifically.
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and what I felt through them.
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cesses. In addition, curators do various works 
for showing artworks and records such as 
making exhibitions, advertising, catalogue pro-
duction, and so on. In my case, in CAIR 2021, I 
was actively involved mainly in curating exhi-
bition, especially in the creation of virtual ex-
hibitions. In that year, CAIR held an online ex-
hibi t ion for  the first  t ime.  Therefore,  I  
researched the examples of online exhibitions, 
platforms, applications, etc., and prepared the 
online exhibit. In CAIR 2022, I mainly worked 
on the virtual exhibit, publicity on Twitter, and 
catalogue editing.
   ext, I would like to review the overall of ex-
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cal skills and knowledge necessary for art 
projects such as curation and making exhibi-
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them at necessary as the project progressed. 
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art works so that audiences can get better un-
derstandings.
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かった。 の展示では 時の作品そのものではない
ものの、同様の を 用した 作品が展示されて

り、初めてそれを目にした には「やっと実 が見ら
れた 」と したことを ている。その をディス

シ ンで話した 、バー 展示では 作品は
に見せることが出来るが、 の 体は難しいと

いう話になった。やはりバー 展示は鑑賞者に
られる情 が ってし うというデメリ トを めて

したが、同時にオンラインの展示は しも対 に
る ではなく、作品の や目的によっては実 を鑑

賞するより 果的な場合もあるのだと う。
COVID-19の 対 が 初 ど大きな ではな
くなった 、バー 展示を行うとすれば、バー

展示ならではの を する があるだ う。
の う としては、鑑賞者 にとっては時間と場所

の制 が さく でも作品が見られること、キュレーター
にとっては に展示 間を作れること、 作品の

場合であれば作品が つ をあ り うことなく見
せられることが られる。キュレーター としては、
鑑賞者に に作品を見てもらうことができ、実 の展
示にも を ってもらうことができる。 た、展示

や場所の などの がなくとも 的 に展
示 間を作ることができ、実 の展示のためのシ ュ

tiredness after that was different from online 
format. hen I use some online tools, I had to 
put more effort outside of the interaction 
itself. It was surprising that I could speak 
easily without much efforts. On online commu-
nication, we can take enough time to interact 
at our own pace. In CAIR 2021, the Tsukuba 
students and the international students were 
able to meet one or two months before staring 
virtual open studio and gradually deepen their 
relationship. In CAIR 2022, we set longer 
period for studio practice, we were able to 
interact and make works slowly and carefully. 
In face-to-face meeting in CAIR x3, on the 
other hand, was shorter but allowed me to ex-
change more larger information with non-ver-
bal communication. Online interactions can 
not compete and become the substitute to 
face-to-face interaction. But I believe that it is 
important to consider ways to use advantages 
of both types of interaction.

Thin ing o  re idenc  in ne  or at
I was able to broaden my perspective, gain 
practical experience in curation, and ac uire 
skills through various works activities in CAIR. 
There are not so many opportunities to inter-
act with artists who are studying in different 
environments or working in different areas. 

レーシ ンとして用いることも だと う。立体作品
の場合は が だが、それらの を かせる展
示を てみたい。

た、 の企画 体に ることだが、実 に会っ
て話すことによるコ ュ ーシ ンの りやすさ、心
的な ード の さも に っている。対 の場合
はとても りやすく、 に き したりすることもで
き、話が った の 度も く っていた。オンラ
インでは の やア リを するなど交流その
もの 外への が多 なりともかかっていたが、それ
がないとこんなに交流 体に集中することができるのか
と 的だった。オンラインの場合は長い時間をかけ
て のペースを つつ交流を続けることができる。
CAIR2021では制作期間が る1、2か月 には筑波

と 外 とで 合 せを行うことができ、 し つ交
流を深めていった。CAIR2022では制作期間 体を長
く り、 よそ2か月間 っくりと交流・制作を めること
ができた。 方対 の場合は い時間だが、 ば
なしに多くの情 を行き交 せることができ、この
ならではの 的な交流も だ。対 での交流に

る、あるいは となるようなオンラインでの交流は
やはり難しいが、それぞれの を 用する を る
ことが だと実 した。

新しい開催 の
はCAIRでの を通して様々な体験をし、 を広
たり、キュレーシ ンに する実 験を んだり、
を に けたりすることが出来たと っている。学

が っていたり、異なるジ ン で作品制作をした

CAIR is a good chance not only for artists but 
also for curators for their developments. I 
hope that this project can be held again in the 
future, if possible.
   In the future CAIR, I would like to try a 
hybrid style that combines face-to-face and 
online programmes. ome of the advantages 
of interaction and events online is that we do 
not have to worry about time and place and 
being able to keep recording easily. Although 
meeting online do not compete face-to-face, 
we can use technology to meet each other 

exibly. CAIR programme has an emphasis on 
not only promoting artists' interaction but also 
on recording the process of interaction. ome 
online tools and events are effective to under-
stand how the artists had worked so far and 
how they have changed since starting commu-
nication. If they knew more about their previ-
ous activities or artwork online, they would be 
able to interact more effectively. Online inter-
actions will be better after getting to know 
each other well, it will also effect on the com-
munication between the team. 
  On curators' side, it needs to consider and 
make up plans so the participants can get 
such experience. owever, undergraduate stu-
dents who have started studying art academi-
cally, in particular, tend to be less knowledge-
able or expertise in curation and art. As cura-
tor students often need teachers  support, it 
would be di cult for them to look at entire 
project comprehensively to understand what 
they have to do, and to work and plan by their 
own. There is a difference attitude for CAIR 
between curators who have participated sev-
eral times and who participated for the first 
time. Therefore, if CAIR is to be held continu-
ously in the future, we also should consider 
how to connect curators in past and present 
for passing on know-how and experience. Pre-

りしているアーティストと 的に交流する 会はそう
多くない。そのようなアーティスト同 が り合い、
影響を 合う体験ができるCAIRはアーティストにとっ
て ラスに働くだ うし、キュレーターにとっても大きな
成長ができる で、 なら も開催できるとよいと

う。
来開催できるとすれば、これ で対 ・オンラインそ

れぞれの で行ってきたものを 合させた イ リ
ド でやってみたい。オンラインで交流や発表を行う

のメリ トとして、時間や場所を にしなくてよい 、
的 に しやすいという が られる。 た、

対 に て 的に るかもしれないが交流が で
あることは大きな だ う。CAIRでは学生アーティ
ストが交流し、影響を 合うことが大 にされてきて、
交流の を することも されていた。そこで、
アーティストが影響を けてどう ったかを する

で、交流を行う の状 をよく するために、オン
ラインでの交流や、 ー の 用が 果的なのではな
いだ うか。 の をオンラインで しく った
でなら、対 でもより深く交流を すことが出来ると
う。 互いを って話しやすくなった でのオンライン
での交流はより良いものになると れ、 ームのその

の交流にも られるのではないか。
たキュレーター としては、そのような体験ができる

ような企画を したり、行 したりすることが で
ある。しかし、学 生は に、 から 学してきて初
めて 的に 術を学 めた、あるいは 術やキュ
レーシ ンを学んできた年 や が ない にあ
る。学生の 験 が り 、かなり多くの で

の 立てが になってし う状況にあっては、
ジ ト 体を して をす きか すること

や、企画に 的に り んだり したりということ
が難しくなってし うのではないだ うか。 参加
験があるキュレーターと、 も も からないキュレー
ターとでは、CAIRそのものへの 方が異なってくる
と う。そこで、 も 続して開催していく場合、その
時々の ジ トをどうするか、ということと同時に

や 験の き といった、各 のキュレーター
同 の がりも してはどうだ うかと ている。
こ れ で もCAIRの 時 に は を き、
CAIR2022では連 も するようにしていた。

viously, each curator has written a report at 
the end of every CAIR and when CAIR 2022 we 
provided our contact information as well. 
Those reports tell us some important informa-
tion about the work, but they are not enough 
to know about the personal experiences within 
a team. During this trip, orako and I had 
many opportunities to look back on CAIR. In 
our discussions, I have got many interesting 
and informative talks especially CAIR2020 in 
which I had not participated. If possible, I 
would like to make an exchange meeting be-
tween the preview and future curators to visu-
ali e the next CAIR more specifically.
 

を通した き でも な などについて
できる は多いが、 に ームでの の 験などは
あ り深く ることはできない。 の に しては

さんとこれ でのCAIRを り ってみる 会も多
かったが、その話し合いの中で の参加していない
CAIR2020の話で 深い・参 になったと たこと
も多い。 なら、 年度に参加したキュレーターと
の年のキュレーターとの交流会を け、より 体的に
CAIRでの をイメージするのに られないだ う
かと った。

R  a ace to earn thro gh ractice
 I participated in CAIR 2021 and CAIR 2022 as 
a curator. ere, I will talk about my main roles 
and what I felt through them.
The primary roles of a curator is working with 
artist buddies who are from Tsukuba and 
abroad as a same team, supporting their ex-
changes and making, and recording their pro-
cesses. In addition, curators do various works 
for showing artworks and records such as 
making exhibitions, advertising, catalogue pro-
duction, and so on. In my case, in CAIR 2021, I 
was actively involved mainly in curating exhi-
bition, especially in the creation of virtual ex-
hibitions. In that year, CAIR held an online ex-
hibi t ion for  the first  t ime.  Therefore,  I  
researched the examples of online exhibitions, 
platforms, applications, etc., and prepared the 
online exhibit. In CAIR 2022, I mainly worked 
on the virtual exhibit, publicity on Twitter, and 
catalogue editing.
   ext, I would like to review the overall of ex-
periences in CAIR for 2 years. I feel that CAIR 

実 しながら学ぶ場としての R
はCAIR2021とCAIR2022でキュレーターとして参

加した。ここではその な と、それを通して た
ことについて る。

キュレーターは筑波・ 外の学生アーティストのバ
ディと ームになり、2人の交流や制作を したり、

を したりするのが 的な となる。それに
加 、展示作 や広 、 タ 制作など、作品や
を見せるための様々な を行うことになる。 の場
合はアーティストの という 的な に加 、
CAIR2021では に展示に する 、 にバー

展示作成に 的に っていた。この年はCAIR
が初めてオンラインで開催されることになった であり、
バー 展示も初めての試みだった。そのためオン
ライン展示の の や イト、ア リ ーシ
ンなどを したり、オンライン展示の をしたりと
いった を行った。 た、CAIR2022では にバー

展示、Twitterでの広 、 タ 集に
する に った。

に、2 のCAIRの体験がどのようなものであった
かを 合的に り ってみたい。

にとってCAIRはキュレーシ ンや展示作成といった
アート ジ トに な 術や を実 的に学

was a place where I was able to learn practi-
cal skills and knowledge necessary for art 
projects such as curation and making exhibi-
tions. I initially had little knowledge and expe-
rience in curation and art itself, so I learned 
them at necessary as the project progressed. 
Therefore, it can say that I just could feel the 
fundamentals of art projects rather than 
demonstrating my ability. pecifically, I have 
learned how to relate to artist, support their 
production, and make an exhibition, such as 
arrangements and captions. These new learn-
ings such as interacting international artists 
and supporting their interaction are uni ue 
characteristics in CAIR, different from other 
art projects which simply support individual 
artist. Through the other duties, I also gained 
knowledges of making virtual exhibition, visual 
design and editorial design.
   Also, as I was previously an artist to make 
and show art, not a curator, so it was a valu-
able experience to see the entire process of 
an artist other than myself from a close dis-
tance. I was able to deepen my understanding 
of the artist's background and their works. 
And through that experience at CAIR, I came 
to be able to think about the way of showing 
art works so that audiences can get better un-
derstandings.
 
The act o  ace to ace eeting
I would like to review what impressed me 
throughout the presentation and discussions. 
At the CAIR x3 exhibition, there was a work by 

た場という が い。 は 々キュレーシ ンや 術
の ・ 験はやや しく、 ジ トの 行に って

になった や を初めてそこで学 ことが多
かった。そのため実 験を んで を に ばせ
たというよりは、アート ジ トの に れること
が出来たという が大きかったかもしれない。 体
的には、アーティストとどう るか、制作をどう す
るのか試行錯誤したり、展示企画では やキ シ
ンなど見せ方を することになったりした。こういっ
た のアート ジ トにも共通するような学 だけ
でなく、CAIRに 有のものとして、 外のアーティスト
とどう交流するのか、 にアーティスト1人を する
のではなく、バディの交流をどう せるのか、といったこ
とに する たな学 も大きかった。 の では、
バー 展示を作るにあたって る イトや

ー を て情 を たり、あるいは タ 集に
ることになってデ インやillustratorの を

たりするといったことも られる。
た、 はキュレーターとして作品を見せるより、作

品制作を行う であることが どだったため、 外
のアーティストの制作 スや を い所から

見ることができたのも な 験だった。アー
ティストのバ ラ ンドや、その作品 体の を
深めることができ、それ 体が に 深いものだっ
ただけでなく、 にそれをどうすれば鑑賞者に かりや
すく見せられるかについて る を、CAIRでの

を通して うことが出来たように れる。

のインパクト
に、 の レ ンテーシ ンとディス シ ンを通

して に ったことを り ってみたい。CAIRx3の
展示会場には、バ さんの立体作品が1 展示され
ていた。 はCAIR2022に参加していた 育用
を作るシン ー 出 のアーティストで、 時 の




