
 

第
十
八
回 

名
古
屋
市
建
築
協
定
連
絡
協
議
会
総
会
を
開
催 

 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
十
一
日
（
土
）
、
ア
イ
リ
ス
愛
知

に
お
い
て
、
名
古
屋
市
建
築
協
定
連
絡
協
議
会
平
成
二
十

五
年
度
（
第
十
八
回
）
総
会
を
開
催
し
、
二
十
六
地
区
の

出
席
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

第
一
部
で
は
、
活
動
報
告
と
し
て
、
「
平
成
二
十
四
年

度
連
絡
協
議
会
の
活
動
報
告
」
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

第
一
号
議
案
「
平
成
二
十
五
年
度
連
絡
協
議
会
の
活
動
計

画
（
案
）
」
に
つ
い
て
、
審
議
が
行
わ
れ
、
原
案
ど
お
り

議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、
役
員
の
変
更
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

第
二
部
で
は
、
名
古
屋
市
住
宅
都
市
局
歴
史
ま
ち
づ
く

り
推
進
室
の
永
原
誠
様
を
お
招
き
し
、「
『
語
り
た
く
な
る

ま
ち
名
古
屋
』
の
実
現
を
め
ざ
し
て
～
歴
史
ま
ち
づ
く
り

の
魅
力
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
演
頂
き
ま
し
た
。
（
２
・
３

面
に
掲
載
） 

 

■
「
会
員
の
み
な
さ
ま
へ
」 

建
築
協
定
連
絡
協
議
会
会
長 
鬼
頭
國
二 

 

皆
様
方
に
は
、
日
頃

よ
り
協
議
会
の
活
動

に
多
大
な
ご
協
力
を

頂
き
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
今
回
は
二
つ
の

こ
と
を
申
し
上
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
目
は
協
定
の

運
営
に
関
連
し
た
事

前
協
議
に
つ
い
て
で

す
。
昨
年
協
議
会
で
は

協
定
違
反
の
建
築
ト

ラ
ブ
ル
未
然
防
止
の
た
め
、
事
前
協
議
の
徹
底
を
課
題
と

し
協
議
し
て
き
ま
し
た
。
地
区
の
運
営
委
員
会
に
と
っ
て
、

建
築
協
定
を
守
り
違
反
建
築
を
防
止
す
る
こ
と
は
最
も

重
要
な
任
務
で
あ
り
ま
す
。
事
前
協
議
の
実
施
を
ぜ
ひ
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

二
つ
目
は
建
築
協
定
の
普
及
・
Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て
で
す
。

現
在
、
名
古
屋
市
内
に
は
建
築
協
定
地
区
が
四
十
地
区
あ

り
ま
す
が
、
他
の
協
議
会
を
も
つ
五
大
都
市
と
比
べ
て
も

決
し
て
多
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
建
築
協
定
は
、
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
の
有
効
な
手
段
で
す
の
で
、
市
民
の
た
め
に

普
及
・
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
建

築
協
定
を
Ｐ
Ｒ
し
て
頂
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま

す
。
会
員
の
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

 ■
「
お
も
し
ろ
く
、
住
み
よ
い
街
づ
く
り
」 

名
古
屋
市
建
築
指
導
部
長 

伊
藤 

誠 
 

皆
様
方
に
は
日
頃
よ
り
、
名
古
屋
市
政
及
び
建
築
行
政

に
多
大
な
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

さ
て
、
名
古
屋
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
「
世
界
の
ナ
ゴ

ヤ
」「
本
物
ナ
ゴ
ヤ
」「
ぬ
く
と
い
市
民
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
、
二
期
目
の
河
村
市
政
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

「
ど
え
ら
け
に
ゃ
ぁ 

お
も
し
ろ
い
ナ
ゴ
ヤ
」
を
つ
く

る
と
い
う
市
長
の
夢
に
向
け
て
様
々
な
計
画
が
す
す
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

Ｓ
Ｌ
の
実
験
走
行
、
名
古
屋
城
本
丸
御
殿
の
復
元
、
リ

ニ
ア
の
乗
入
れ
と
駅
周
辺
の
整
備
な
ど
、
私
ど
も
住
宅
都

市
局
も
、
ハ
ー
ド
面
の
整
備
を
所
管
す
る
立
場
か
ら
、
し

っ
か
り
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

お
も
し
ろ
い
ナ
ゴ
ヤ
を
目
指
す
一
方
で
、
市
民
の
皆
様

に
と
っ
て
の
、
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

も
大
切
な
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
地

域
の
皆
さ
ん
が
街
づ
く
り
の
ル
ー
ル
を
自
主
的
に
つ
く

っ
て
運
営
し
て
い
く
建
築
協
定
制
度
は
、
住
み
や
す
い
街

づ
く
り
の
先
進
的
な
手
段
で
あ
り
、
本
市
と
し
て
も
、
引

続
き
、
建
築
協
定
を
活
用
し
た
街
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

各
地
区
で
の
日
頃
の
運
営
に
お
い
て
は
、
ご
苦
労
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
、
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 ■
「
今
後
の
さ
ら
な
る
発
展
を
」 

建
築
協
定
連
絡
協
議
会
顧
問 

伊
藤
政
行 

 

建
築
協
定
連
絡
協
議
会
が
平
成
八
年
に
設
立
さ
れ
て

か
ら
、
今
回
で
十
八
回
目
の
総
会
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
も
各
地
区
の
代
表
の
方
を
始
め
と
し
た
皆

様
の
日
頃
の
活
動
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
今
後
共
、
各
建
築
協
定
地
区
と
建
築
協
定
連
絡
協

議
会
が
さ
ら
な
る
発
展
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

●
平
成
二
十
五
年
度
連
絡
協
議
会
活
動
計
画 

総
会
に
て
、
次
の
よ
う
に
二
十
五
年
度
の
活
動
計
画
が

提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

一
会
員
間
の
情
報
交
換
、
啓
発
活
動
と
し
て
、
総
会
・ 

 

勉
強
会
・
全
地
区
委
員
長
会
議
を
実
施
し
、
機
関
紙
、  

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
を
行
う
。 

 

二 

各
地
区
へ
の
連
絡
協
議
会
の
協
力
と
し
て
、
紛
争 

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
た
め
の
協
力
、
新
規
締
結
、
更 

 

新
手
続
へ
の
協
力
を
行
う
。 

 

三 

建
築
協
定
の
Ｐ
Ｒ
普
及
活
動
と
し
て
、
指
定
確
認 

検
査
機
関
、
不
動
産
協
会
へ
の
Ｐ
Ｒ
活
動
、
一
般 

 

市
民
へ
の
Ｐ
Ｒ
、
普
及
活
動
を
行
う
。 

具
体
的
な
活
動
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な

ど
を
通
じ
て
幅
広
く
会
員
の
意
見
を
聞
き
、
役
員
会
で
検

討
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。 
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（２） 
          第

二
部
の
講
演
会
で
は
、
歴
史
的
建
造
物
お
よ
び
街
並
み
の
保

全
に
向
け
た
、
名
古
屋
市
の
歴
史
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
、
私
た
ち
の
建
築
協
定
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
何
ら
か
の

共
通
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
標
題
の
よ
う
な
講
演

を
頂
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
聴
講
さ
れ
た
方
は
、
各
地
区

の
委
員
長
は
じ
め
一
般
か
ら
の
参
加
者
を
含
め
四
十
二
名
で
し

た
。 

●
講
演
の
概
要
● 

一
．
名
古
屋
市
の
ま
ち
の
成
り
立
ち 

～
名
古
屋
市
歴
史
ま
ち
づ
く
り
戦
略
か
ら
～ 

二
．
名
古
屋
市
の
歴
史
ま
ち
づ
く
り 

～
歴
史
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
の
仕
事
か
ら
～ 

三
．
名
古
屋
市
の
歴
史
的
建
造
物 

平
成
二
十
三
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
、
名
古
屋
市
の
歴
史
ま

ち
づ
く
り
戦
略
と
い
う
小
冊
子
の
概
要
版
で
あ
る
「
語
り
た
く

な
る
ま
ち
名
古
屋
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
等
を
も
と
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

一
．
名
古
屋
市
の
ま
ち
の
成
り
立
ち 

～
名
古
屋
市
歴
史
ま
ち
づ
く
り
戦
略
か
ら
～ 

【
明
治
か
ら
昭
和
】 

名
古
屋
市
は
、
明
治
二
十
二
年
に
始
市
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

港
の
ほ
う
に
エ
リ
ア
を
拡
大
し
な
が
ら
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。
産
業
の
た
め
に
、
ま
ず
は
港
が
必
要
だ
か
ら
と
い
う
理
由

が
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
熱
田
の
辺
り
が
港
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
干
拓
で
広
が
り
ま
す
。
し
か
し
、
遠
浅
の
海
な
の
で
、

大
型
の
船
が
入
る
港
に
は
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ

う
は
い
う
も
の
の
、
や
は
り
名
古
屋
の
発
展
の
た
め
に
は
港
は

必
ず
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
名
古
屋
市
と
愛
知
県
が
、 

         

 

国
の
補
助
を
あ
ま
り
受
け
ず
に
自
力
で
造
っ
た
港
で
す
。
今
や
、

出
荷
額
日
本
一
の
非
常
に
重
要
な
港
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、

鉄
道
も
、
東
京
大
阪
間
の
ル
ー
ト
の
計
画
は
、
中
山
道
に
決
ま

り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
初
代
名
古
屋
区
長
の
吉
田
禄

在
さ
ん
が
、
東
京
迄
行
っ
て
、
東
海
道
へ
と
変
更
す
る
よ
う
説

得
し
た
そ
う
で
す
。
名
古
屋
を
通
過
す
る
よ
う
に
変
更
し
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
先
人
の
努
力
が
な
か
っ
た
ら
今
の
「
も

の
づ
く
り
の
ま
ち
名
古
屋
」
の
誕
生
は
、
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

こ
の
当
時
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

と
し
て
、
鶴
舞
公
園
が
あ
り
ま
す
。

鶴
舞
公
園
は
開
府
三
百
年
に
あ
わ

せ
て
、
第
十
回
関
西
圏
府
県
連
合
共

進
会
と
い
う
博
覧
会
を
開
く
た
め

に
、
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
名
古

屋
の
人
口
が
、
四
十
万
人
位
だ
っ
た

と
こ
ろ
に
、
博
覧
会
が
あ
っ
て
二
百

六
十
万
人
位
来
た
と
い
う
こ
と
で

非
常
に
盛
況
で
、
名
古
屋
の
発
展
の

契
機
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 明

治
時
代
の
建
物
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
ノ
リ
タ
ケ
の
森
に
レ
ン
ガ
づ
く
り

の
建
物
が
見
ら
れ
ま
す
。 

昭
和
の
時
代
に
は
東
区
周
辺
で
輸
出
用
の
陶
磁
器
産
業
が
非

常
に
栄
え
ま
す
。
こ
の
時
期
、
中
央
線
が
で
き
鉄
道
も
伸
び
て

き
ま
し
て
、
瀬
戸
や
多
治
見
な
ど
で
作
っ
た
陶
磁
器
を
名
古
屋

に
も
っ
て
き
て
絵
付
け
を
し
て
、
そ
れ
を
名
古
屋
港
ま
で
運
ん

で
、
海
外
に
輸
出
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
名
古

屋
に
は
、
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
産
業
が
広
が
り
ま
す
。 

昭
和
十
二
年
は
名
古
屋
に
と
っ
て
飛
躍
の
年
と
い
わ
れ
て
い

ま
し
て
、
名
古
屋
駅
が
今
の
場
所
に
移
る
と
、
桜
通
が
開
通
し

ま
し
た
。
同
時
に
、
東
山
動
物
園
と
植
物
園
が
開
業
し
ま
す
。

ま
た
、
名
古
屋
市
汎
太
平
洋
平
和
博
覧
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

そ
も
そ
も
明
治
二
十
二
年
に
名
古
屋
市
が
で
き
た
こ
ろ
の
、
人

口
と
い
う
の
が
十
六
万
人
位
と
い
う
の
で
す
が
、
昭
和
九
年
に

は
、
早
く
も
、
百
万
人
都
市
に
な
っ
て
面
積
も
広
が
っ
て
い
く

の
で
す
が
市
域
が
十
一
倍
、
人
口
が
六
倍
以
上
と
い
う
か
た
ち

で
、
急
激
に
突
出
し
て
発
展
し
た
と
い
う
時
期
で
す
。 

し
か
し
、
名
古
屋
は
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
非
常
に
大
き
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
市
域
で
い
う
と
四
分
の
一
が
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
も
の
づ
く
り
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

裏
目
に
で
た
と
い
う
こ
と
で
、
他
都
市
よ
り
も
大
き
な
被
害
を

戦
争
で
受
け
て
い
ま
す
。 

【
戦
後
】 

 

昭
和
二
十
年
八
月
に
戦
争

が
終
わ
り
ま
し
た
。
同
年
十
二

月
に
は
復
興
の
計
画
の
も
と

と
な
る
大
中
京
再
建
の
構
想

が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
百
ｍ

道
路
と
い
わ
れ
る
道
路
を
二

本
、
五
十
ｍ
の
道
路
を
九
本
作

る
と
い
う
壮
大
な
計
画
、
構
想

が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
名
古

屋
の
街
づ
く
り
で
、
久
屋
大
通

と
若
宮
大
通
と
い
う
の
は
非

常
に
有
名
な
道
路
で
す
。
戦
争

で
街
が
燃
え
て
し
ま
っ
た
後

な
の
で
、
ま
ち
を
防
災
の
視
点

か
ら
、
焼
け
な
い
街
を
つ
く
る

た
め
で
し
た
。
南
北
方
向
に
久

屋
大
通
、
東
西
方
向
に
若
宮
大

通
と
、
久
屋
大
通
り
の
先
の
方

に
新
堀
川
が
流
れ
て
お
り
ま

す
の
で
新
堀
川
ま
で
あ
わ
せ

て
十
字
に
市
の
中
心
部
を 

  
 

 
 

名
古
屋
市
住
宅
都
市
局 

歴
史
ま
ち
づ
く
り
推
進
室 

永
原 

誠 

氏 
「
語
り
た
く
な
る
ま
ち
名
古
屋
」
の
実
現
を

め
ざ
し
て
～
歴
史
ま
ち
づ
く
り
の
魅
力
～ 

講
演
会 

第二部 



（３） 

○
講
演
を
終
え
て
の
感
想
○ 

現
在
の
名
古
屋
市
は
工
業
を
中
心
と
し
て
、
確
た
る
基
盤

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
る
に
つ
け
、
先
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
常
に

時
代
に
先
ん
じ
て
進
展
さ
せ
て
き
た
過
程
を
振
り
返
る
こ

と
は
と
て
も
大
事
で
す
。
こ
れ
を
集
約
し
た
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
、
歴
史
を
守
り
今
後
に
生
か
し
て
い
く
こ
と

は
と
て
も
大
切
な
こ
と
と
感
じ
、
有
意
義
な
一
日
で
し
た
。

四
分
割
し
、
丸
焼
け
に
な
ら
な
い
よ
う
に
百
ｍ
道
路
は
造
ら
れ

た
そ
う
で
す
。 

戦
災
復
興
事
業
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
手
法
を
使
い
ま

し
た
。
昭
和
二
十
九
年
に
は
テ
レ
ビ
塔
が
で
き
、
昭
和
三
十
二

年
に
は
地
下
鉄
が
開
通
し
て
、
昭
和
三
十
四
年
に
は
名
古
屋
城

の
天
守
閣
が
で
き
る
等
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
名
古
屋
は
再
建

し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

戦
災
復
興
計
画
を
作
る
の
に
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
田
淵
寿

郎
さ
ん
と
い
う
方
で
す
が
、
昭
和
四
十
一
年
に
名
古
屋
市
名
誉

市
民
第
一
号
に
な
ら
れ
て
、
そ
の
あ
と
名
誉
市
民
に
な
ら
れ
た

方
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
唯
一
の
名
誉
市
民
で
す
。 

 

二
．
名
古
屋
市
の
歴
史
ま
ち
づ
く
り 

～
歴
史
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
の
仕
事
か
ら
～ 

 

①
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用 

 
 

                   

歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用
と
し
て
、
景
観
と
文
化
財
と
い

っ
た
分
類
で
、
歴
史
的
建
造
物
を
守
っ
て
い
く
も
の
が
あ
り
ま

す
。
景
観
法
で
い
う
と
景
観
重
要
建
造
物
、
都
市
景
観
重
要
建

築
物
等
と
い
う
も
の
で
、
文
化
財
で
す
と
国
や
県
や
市
の
指
定

文
化
財
、
国
の
登
録
文
化
財
で
す
。 

ま
た
、
名
古
屋
市
で
は
、
そ
の
他
に
、
独
自
に
、
認
定
地
域

建
造
物
資
産
と
登
録
地
域
建
造
物
資
産
の
制
度
を
二
年
程
前
に

新
た
に
作
り
ま
し
た
。
で
き
る
だ
け
古
い
建
物
を
な
ん
と
か
残

し
て
い
く
た
め
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

登
録
と
認
定
の
件
数
は
、
認
定
が
五
十
一
件
、
登
録
資
産
が
九

十
一
件
、
二
年
経
っ
て
よ
う
や
く
百
四
十
件
超
に
な
り
ま
し
た
。 

 

②
町
並
み
保
存
地
区
の
保
存
の
相
談
等 

市
内
に
は
、
現
在
、
町
並
み
保
存
地
区
と
し
て
、
有
松
、
白

壁
・
主
税
・
橦
木
、
四
間
道
、
中
小
田
井
の
四
地
区
が
あ
り
、

地
区
内
の
建
物
の
修
理
な
ど
の
相
談
や
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

③
文
化
の
み
ち
の
建
築
物
等
の
保
存
活
用
と
イ
ベ
ン
ト
の
運
営 

 

文
化
の
み
ち
は
、
名
古
屋
城
か
ら
徳
川
園
に
至
る
地
域
で
江

戸
か
ら
、
明
治
大
正
と
続
く
名
古
屋
の
近
代
化
を
伝
え
る
貴
重

な
建
物
資
産
を
残
し
て
い
る
場
所
を
さ
し
て
い
ま
す
。
文
化
の

み
ち
の
二
葉
館
、
文
化
の
み
ち
橦
木
館
、
旧
豊
田
佐
助
邸
、
旧

春
田
鉄
次
郎
邸
、
特
に
、
名
古
屋
市
政
資
料
館
は
、
赤
い
レ
ン

ガ
と
白
い
花
崗
岩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
印
象
的
な
非
常
に
立
派

な
建
物
で
す
。
昭
和
五
十
六
年
に
は
重
要
文
化
財
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
本
庁
舎
と
愛
知
県
本
庁
舎
は
並
ん
で

建
つ
、
帝
冠
様
式
の
建
造
物
で
す
。
お
そ
ら
く
両
方
と
も
名
古

屋
城
を
意
識
し
て
建
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
愛
知
県
庁
舎
の
ほ
う

が
よ
り
櫓
の
よ
う
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
比

較
し
て
鑑
賞
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。 

 

④
揚
輝
荘
の
整
備 

 

揚
輝
荘
は
千
種
区
覚
王
山

の
日
泰
寺
の
隣
に
あ
り
ま
す
。

揚
輝
荘
自
体
は
松
坂
屋
創
始

者
が
大
正
か
ら
昭
和
時
代
の

初
期
に
か
け
て
造
っ
た
い
わ

ゆ
る
郊
外
別
荘
と
い
わ
れ
て

い
る
も
の
で
す
が
、
最
盛
期
に

は
一
万
坪
の
敷
地
に
三
十
戸
以
上
の
建
物
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

し
た
。
今
、
残
っ
て
い
る
建
物
は
橋
と
三
賞
亭
と
い
う
茶
室
を

含
め
五
つ
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
平
成
十
八
年
度
に
寄
付
を

受
け
ま
し
て
市
が
整
備
を
し
て
い
ま
す
。
五
つ
の
建
物
等
は
す

べ
て
市
の
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

三
．
名
古
屋
市
の
歴
史
的
建
造
物 

 

観
音
寺
多
宝
塔
（
荒
子
観
音
）、
東
山
植
物
園
温
室
前
館
、
旧

加
藤
商
会
ビ
ル
、
産
業
技
術
記
念
館
、
名
古
屋
市
演
劇
練
習
館
、

中
川
運
河
松
重
閘
門
等
が
あ
り
ま
す
。 

 

四
．
最
後
に 

名
古
屋
市
に
は
、
名
古
屋
城
や
熱
田
神
宮
の
よ
う
な
名
古
屋

の
歴
史
を
築
い
て
き
た
建
物
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
明
治
以
降

の
産
業
都
市
と
し
て
の
急
速
な
発
展
は
、
他
の
都
市
に
は
な
か

っ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
名
古
屋
の
歴
史
や
、
名
古
屋
が
ど

う
い
う
風
に
で
き
た
街
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
大

事
な
事
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初
に

も
ど
っ
て
結
局
そ
う
い
う
こ
と

を
知
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人
に
語
り

た
く
な
る
街
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
大
事
な
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
、
名
古
屋
市

も
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
を
し

て
い
る
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 



 

事
務
局
よ
り 

 
 

 

  

■
協
定
の
現
況
（
平
成
二
十
五
年
六
月
末
現
在
） 

地
区 

 
四
十
地
区 

協
定
者 
約
四
千
五
百
七
十
人 

面
積 

 

約
九
十
三
万
㎡ 

（
全
市
域
の
約
〇
・
二
九
％
） 

 

■
協
定
地
区
の
紹
介 

 

（
平
成
二
十
三
年
七
月
～
平
成
二
十
四
年
六

月
分
） 

○
自
動
更
新
地
区 

《
小
井
堀
町
地
域
》 

 

・
所
在
地 

名
東
区
小
井
堀
町 

 

・
更
新
日 

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
二
日 

 

・
期
間 

十
年
間 

 

《
み
ど
り
ヶ
丘
北
地
域
》 

 

・
所
在
地 

緑
区
ほ
ら
貝
二
丁
目 

 

・
更
新
日 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
九
日 

 

・
期
間 

五
年
間 

 

○
失
効
地
区 

《
西
山
元
町
１
丁
目
地
区
》 

 

■
更
新
を
迎
え
る
地
区 

（
平
成
二
十
五
年
六
月
末
現
在
） 

平
成
二
十
五
年
度
に
更
新
（
自
動
更
新
）
を
迎

え
る
地
区
は
次
の
通
り
で
す
。
ス
ム
ー
ズ
に
更
新

手
続
き
を
行
う
た
め
に
早
め
の
準
備
を
心
が
け

る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。 

○
自
動
更
新
地
区 

・
徳
川
山
町
地
区 

 
 

協
定
期
限 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
日 

 

■
隣
接
地
加
入
状
況(

平
成
二
十
四
年
度
六

月
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月)

 

・
鳴
海
町
南
荘 
 
 
 

 
 

 
 
 

八
筆 

・
鳴
子
町
５
丁
目
東
地
区 

 
 
 
 

二
筆 

・
み
ど
り
ヶ
丘
東
地
域 

 
 

 
 
 

三
筆 

・
丸
屋
町
５
丁
目
（
南
地
区
） 

 
 

二
筆 

■
現
在
検
討
中
の
地
区 

昭
和
区
、
千
種
区
、
守
山
区
に
お
い
て
、
新
規

締
結
に
向
け
て
検
討
中
の
地
区
が
あ
り
ま
す
。 

 ■
活
動
に
対
す
る
ご
意
見
等
に
つ
い
て 

 

名
古
屋
市
建
築
協
定
連
絡
協
議
会
で
は
、
活
動

に
対
す
る
ご
意
見
等
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

頂
い
た
ご
意
見
等
に
つ
い
て
は
役
員
会
・
事
務
局

内
に
て
検
討
の
う
え
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
へ
取
り

入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

（
事
務
局
へ
お
申
し
出
下
さ
い
。） 

 

 

■
事
務
局
の
異
動
の

お
知
ら
せ 

〈
新
任
〉
淺
井 

技
師 

 ■
新
任
挨
拶 

（
淺
井
技
師
） 

 

今
年
度
よ
り
建
築
協
定
の
担
当
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
建
築
指

導
行
政
に
携
わ
る
部
署
に
所
属
し
、
主
に
建
築
業

者
の
方
を
対
象
に
仕
事
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
回
建
築
協
定
の
連
絡
協
議
会
事
務
局
と
し
て

初
め
て
直
接
市
民
の
皆
様
と
接
す
る
こ
と
に
な

り
、
不
慣
れ
な
分
、
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す

る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
精
一
杯
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
役
員
の
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

●
編 

集 

後 

記
● 

  

機
関
紙
街
づ
く
り
な
ご
や
二
十
二
号
を
お
届

け
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
は
役
員
の
改
選
は
お
こ
な
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
昨
年
か
ら
の
体
制
に
て
引
き
続
き

現
体
制
に
て
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
勉

強
会
、
建
築
協
定
Ｐ
Ｒ
活
動
な
ど
旧
来
に
も
増
し

た
企
画
を
取
り
入
れ
た
運
営
を
は
か
っ
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
皆
様
の
一
層
の

御
支
援
、
ご
指
導
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
建
築
協
定
の
運
営
そ
の
他
に
関
し
て
御

意
見
が
ご
ざ
い
ま
す
御
方
は
、
ぜ
ひ
名
古
屋
市
建

築
指
導
課
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
重
ね

て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

編
集
委
員 

鬼
頭
國
二 

河
村
安
憲 

平成 25年度 協議会役員 

役 職 氏  名 地  区  名  等 

会 長 鬼頭 國二 みどりヶ丘東地域(緑区) 

副会長 河本 一郎 鳴海町南荘(緑区) 

副会長 藤澤 健一 鳴子町５丁目東地区(緑区) 

幹 事 齋藤 勝 徳川一丁目前ノ町地区(東区)

幹 事 榊山不二夫 滝子町(昭和区) 

幹 事 河村 安憲 みどりヶ丘北地域(緑区) 

顧 問 伊藤 政行
前名古屋市建築協定連絡協議

会会長 味鋺東地区(北区) 

顧 問 住宅都市局建築指導部長 

平成 25 年度 協議会活動日程予定 

活 動 内 容 実 施 時 期 

第 1 回役員会 平成 25 年４月 17 日

第 18 回総会 平成 25 年 5 月 11 日

機関紙づくり（第 22 号） 
平成 25 年 5 月～ 
 
  平成 25 年 8 月 

第 2 回役員会 平成 25 年 6 月 

機関紙の発行（第 22 号） 平成 25 年 8 月 

第 3 回役員会 平成 25 年 8 月 

勉強会 
平成 25 年 9 月～ 
  
 平成 2５年 11 月 

第 4 回役員会 平成 2５年 10 月 

建築協定ＰＲ活動 
平成 2５年 11 月～ 
 
  平成 2５年 12 月

第 5 回役員会 平成 2６年 1 月 

全地区委員長会議 平成 2６年 3 月 

第 6 回役員会 平成 2６年 3 月 

お
知
ら
せ 


