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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
私
立
学
校
法
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収
益
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よ
び
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し
、
別
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答
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書
を
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三 

 



 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
の
収
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
学
校
法
人
が
そ
の
設
置

す
る
私
立
学
校
の
教
育
に
支
障
の
な
い
限
り
、
そ
の
収
益
を
私
立
学
校
の
経
営
に
充
て
る
た
め
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
所
轄
庁
が
定
め
、
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

私
立
学
校
法
第
四
条
に
基
づ
き
御
指
摘
の
両
学
校
法
人
の
所
轄
庁
は
東
京
都
知
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
が

学
校
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
事
業
に
当
た
る
か
否
か
は
、
東
京
都
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
文
部
大
臣
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
は
、
文
部
省
告
示
（
昭
和
二
十

五
年
文
部
省
告
示
第
六
十
八
号
）
に
お
い
て
物
品
販
売
業
、
物
品
貸
付
業
等
三
十
四
種
類
と
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
東
京
都
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
学
校
法
人
が
自
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
学
校
法
人
が
行
う

収
益
事
業
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
聴
い
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
私
立
学
校
法
人
の
収
益
事
業
お
よ
び
そ
の
監
督
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一 

 



 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
両
学
校
法
人
の
所
轄
庁
は
東
京
都
知
事
で
あ
り
、
東
京
都
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
具
体
的
な
指
導
等
を
行
う

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
事
項
に
関
し
、
文
部
省
に
お
い
て
詳
細
な
経
緯
を
把
握
し
て
い
な
い
が
、
東
京
都

か
ら
は
、
両
学
校
法
人
は
必
要
な
手
続
を
経
て
い
る
と
の
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
も
の
と
聴
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の 

御
指
摘
の
両
学
校
法
人
の
所
轄
庁
は
東
京
都
知
事
で
あ
り
、
東
京
都
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
具
体
的
な
指
導
等
を
行
う

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
益
事
業
の
停
止
命
令
に
該
当
す
る
か
否
か
の
調
査
報
告
書
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
文
部

省
に
お
い
て
東
京
都
を
指
導
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
東
京
都
か
ら
は
、
御
指
摘
の
事
業
は
学
校
法
人
が
自
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
学
校
法
人
の
収
益

事
業
に
は
当
た
ら
ず
、
私
立
学
校
法
第
六
十
一
条
第
一
項
各
号
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
聴
い
て
い
る
。 

御
指
摘
の
両
学
校
法
人
の
所
轄
庁
は
東
京
都
知
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
学
校
法
人
に
よ
る
債
務
保
証
に
つ
い
て
は
、
東

京
都
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
事
実
関
係
の
把
握
や
適
否
の
判
断
を
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二 

 



 

一
の
（
6
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

こ
と
か
ら
、
議
事
録
及
び
報
告
書
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
文
部
省
に
お
い
て
東
京
都
を
指
導
し
て
い
な
い
。 

学
校
法
人
に
お
け
る
財
務
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
法
人
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る

が
、
文
部
省
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
の
公
共
性
に
か
ん
が
み
、
財
務
状
況
を
関
係
者
に
開
示
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
も
の

と
考
え
て
お
り
、
従
来
か
ら
文
部
大
臣
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
及
び
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
そ
の
旨
周
知
を
図
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

金
融
機
関
の
不
良
債
権
額
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
三
月
期
か
ら
、
各
金
融
機
関
に
お
い
て
、
銀
行
法
（
昭
和

五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
等
に
基
づ
き
、
破
綻
先
債
権
、
延
滞
債
権
、
三
か
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債

権
（
以
下
ま
と
め
て
「
リ
ス
ク
管
理
債
権
」
と
い
う
。
）
の
額
を
開
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て 

 
 

は
、
各
金
融
機
関
が
公
表
し
た
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
額
を
集
計
し
、
そ
の
総
額
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

個
別
業
界
等
貸
出
先
ご
と
の
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
額
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
経
営
実
態
の
開
示
の
観
点
か
ら

重
要
な
の
は
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
総
額
で
あ
り
、
ま
た
、
仮
に
、
個
別
業
界
等
貸
出
先
ご
と
の
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
額
を
公 

三 

 



 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

こ
の
リ
ス
ク
管
理
債
権
は
、
平
成
九
年
九
月
期
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
た
全
国
銀
行
協
会
連
合
会
統
一
開
示
基
準
に
よ
る
公

表
不
良
債
権
、
す
な
わ
ち
、
破
綻
先
債
権
、
六
か
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
金
利
減
免
等
債
権
と
比
べ
、
対
象
範
囲
が
大
幅
に

拡
大
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
う
ち
の
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
つ
い
て
は
、
貸
出
金
利
を
公
定
歩
合
以

下
に
減
免
し
た
債
権
等
の
み
を
対
象
と
す
る
、
従
来
の
金
利
減
免
等
債
権
の
対
象
範
囲
を
大
幅
に
拡
大
し
、
厳
格
化
し
た
も 

金
融
機
関
の
不
良
債
権
額
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
そ
の
拡
充
を
促
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ 

 

り
、
全
国
銀
行
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
三
月
期
決
算
か
ら
米
国
証
券
取
引
委
員
会
基
準
と
同
様
の
基
準
に
よ
る
リ
ス
ク
管

理
債
権
額
の
開
示
を
開
始
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
一
年
三
月
期
か
ら
は
、
銀
行
法
等
に
基
づ
き
、
全
金
融
機
関
に
対
し
、
連

結
べ
ー
ス
で
の
リ
ス
ク
管
理
債
権
額
の
開
示
を
罰
則
付
き
で
義
務
付
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

表
し
た
場
合
に
は
当
該
貸
出
先
に
不
測
の
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
銀
行
法
等
に
お
い
て
特
に
義
務

付
け
て
お
ら
ず
、
政
府
に
お
い
て
も
こ
れ
を
集
計
し
、
公
表
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
校
法
人
を
含
む

公
益
法
人
及
び
そ
の
関
連
企
業
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
の
不
良
債
権
額
を
、
政
府
が
集
計
し
、
公
表
す
る
こ
と
は
考

え
て
い
な
い
。 

四 

 



 

三
の
（
2
）
及
び
（
3
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
に
つ
い
て 

の
で
あ
り
、
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
金
利
減
免
や
返
済
期
限
猶
予
な
ど
元
利
支
払
条
件

を
緩
和
し
た
す
べ
て
の
債
権
を
含
む
広
い
概
念
と
な
っ
て
い
る
。 

個
別
業
界
等
貸
出
先
ご
と
の
リ
ス
ク
管
理
債
権
の
額
の
集
計
公
表
を
政
府
と
し
て
行
う
考
え
は
な
い
こ
と
は
、
既
に
、
二

の
（
1
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
個
別
金
融
機
関
の
個
別
取
引
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。 

こ
の
よ
う
に
金
利
減
免
等
債
権
の
対
象
範
囲
の
拡
大
及
び
厳
格
化
は
既
に
図
ら
れ
て
お
り
、
十
分
な
開
示
が
進
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
報
告
の
求
め
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

な
お
、
金
融
監
督
庁
に
お
い
て
は
、
金
融
機
関
の
経
営
実
態
を
的
確
に
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
、
個
別
の
貸

出
債
権
の
債
務
者
の
状
況
や
償
却
、
引
当
の
状
況
等
に
つ
い
て
も
、
検
査
等
に
よ
り
実
態
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

五 

 



 

四
の
（
2
）
に
つ
い
て 

四
の
（
1
）
に
つ
い
て 

五
の
（
1
）
に
つ
い
て 

六
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
点
を
含
め
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
上
の
収
益
事
業
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

も
課
税
の
公
平
性
及
び
中
立
性
の
観
点
か
ら
、
そ
の
見
直
し
に
努
め
て
き
て
い
る
が
、
近
年
、
公
益
法
人
等
が
行
う
事
業
が

ま
す
ま
す
拡
大
し
、
か
つ
、
多
様
化
し
て
き
て
い
る
中
で
、
営
利
法
人
が
行
う
事
業
と
の
間
に
大
き
な
違
い
が
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
り
、
今
後
と
も
、
公
益
法
人
等
が
行
う
事
業
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
法
人
税
法

上
の
収
益
事
業
の
範
囲
の
適
正
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

犯
罪
の
成
否
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た

い
。 お

尋
ね
の
課
税
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
か
つ
具
体
的
な
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

雇
用
保
険
の
適
用
に
関
し
て
は
、
事
業
主
と
労
働
者
と
の
間
に
雇
用
関
係
が
あ
る
か
否
か
で
判
断
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、 

六 

 



 

 

七 

同
時
に
二
以
上
の
事
業
主
と
の
間
に
雇
用
関
係
が
あ
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
二
以
上
の
事
業
主
と
の

間
に
あ
る
雇
用
関
係
の
う
ち
主
た
る
一
の
事
業
主
と
の
間
に
あ
る
雇
用
関
係
に
お
い
て
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十

時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
等
の
適
用
基
準
を
満
た
す
か
否
か
で
、
雇
用
保
険
の
適
用
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
非
常
勤
講
師
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
と
労
働
者
と
の
間
に
雇
用
関
係
が
あ
る
か
否
か
等
を
調
査
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
雇
用
保
険
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
。 

六
の
（
2
）
に
つ
い
て 

雇
用
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
社
会
通
念
上
、
通
常
の
労
働
者
を
基
準
と
し
た
場
合
、
そ
の
所
定
労
働
時
間
の
二
分
の

一
未
満
の
者
に
つ
い
て
ま
で
雇
用
保
険
に
よ
る
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
、
雇
用
保
険
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
適
当
で
は
な

い
こ
と
、
国
際
的
に
み
て
も
通
常
の
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
の
二
分
の
一
程
度
以
上
で
あ
る
場
合
に
適
用
す
る
扱
い
が
一

般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
を
適
用
基
準
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
定
の
者
に
つ
い
て
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
み
て
困

難
で
あ
る
。 


