
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ
タ
リ
ア
統
一
運
動
﹂

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
め
ぐ
る
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
の
実
践
と
そ
の
連
鎖
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【
要
約
】

本
稿
で
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
展
開
し
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
運
動
を
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
実
地
活
動
か
ら
検
討
し
た
︒﹁
イ
タ
リ
ア
協

会
﹂
代
表
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
自
由
へ
の
賛
同
の
素
地
を
感
じ
取
り
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
募
集
活
動
に
︑
イ
タ
リ
ア
系
以

外
の
人
々
が
参
加
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
広
報
活
動
に
よ
っ
て
寄
付
活
動
を
周
知
さ
せ
る
こ

と
を
目
指
し
た
︒
さ
ら
に
︑
同
団
体
は
文
化
興
行
の
開
催
に
よ
り
寄
付
募
集
を
展
開
さ
せ
︑
多
民
族
亡
命
者
団
体
﹁
友
愛
委
員
会
﹂
と
の
協
働
に
よ
り
︑

民
族
の
垣
根
を
超
え
た
寄
付
展
開
も
行
っ
た
︒
加
え
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
が
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
亡
命
者
や
現
地
の
知
識
人
か

ら
も
賛
同
を
得
て
い
た
こ
と
も
立
証
し
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
も
つ
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
一
面
を
示
し
た
︒史

林

一
〇
二
巻
五
号

二
〇
一
九
年
九
月

は

じ

め

に

リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
史①
は
︑
イ
タ
リ
ア
王
国
成
立
直
後
か
ら
︑
政
治
や
社
会
情
勢
の
影
響
を
受
け
︑
そ
の
時
代
ご
と
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の

舞
台
と
な
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
解
釈
が
研
究
の
中
心
に
据
え
ら
れ
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
生
き
た
人
々
の
文
化
や
歴

史
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
た
め
従
来
の
研
究
は
︑﹁
国
史
﹂
研
究
や
政
治
史
研
究
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒
し
か
し
二
十
世
紀
末

か
ら
︑
そ
の
伝
統
的
な
問
題
設
定
か
ら
の
転
換
が
目
指
さ
れ
は
じ
め
た②
︒
と
り
わ
け
︑
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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ス
ト
リ
ー
の
視
座
か
ら
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
が
イ
タ
リ
ア
半
島
内
で
完
結
す
る
歴
史
で
は
な
く
︑
よ
り

広
い
歴
史
的
文
脈
で
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
︑
近
年
に
現
れ
た
も
の
で
は
な

い③
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
二
〇
一
四
年
に
Ｌ
・
ラ
イ
ア
ル
と
Ｏ
・
ハ
ン
ス
は
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
研
究
を
支
配
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
認
識
を
批
判
し
た
上
で
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
を
越
え

た
理
念
や
人
的
結
合
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
有
用
性
を
強
調
し
た④
︒
こ
の
こ
と
に

鑑
み
て
も
︑
い
ま
だ
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
認
識
が
支

配
的
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
ず
︑
そ
の
た
め
イ
タ
リ
ア
半
島
外
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
︑

リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
再
評
価
す
る
必
要
性
は
依
然
と
し
て
高
い
︒

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
か
ら
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
と
ら
え
な
お
す

に
際
し
て
︑
非
常
に
有
益
な
分
析
対
象
で
あ
る
の
は
︑
一
八
六
〇
年
五
月
六
日
か
ら
同
年
十

月
二
十
六
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
南
イ
タ
リ
ア
遠
征
で
あ
る
︒
当
時
︑

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
︑
自
由
主
義
者
と
し
て
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
を
越
え
た
名
声
を
獲
得
し
て
い

た
︒
彼
の
名
声
は
︑
以
下
の
二
つ
の
出
来
事
で
確
立
す
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
八
三
六
年
か
ら

四
八
年
ま
で
滞
在
し
た
南
ア
メ
リ
カ
で
︑
フ
ア
ン
・
マ
ヌ
エ
ル
・
デ
・
ロ
サ
ス
政
権
下
の
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
と
︑
フ
ル
ク
ト
ゥ
オ
ー
ソ
・
リ
ヴ
ェ
ラ
率
い
る
ウ
ル
グ
ア
イ
政
府
と
の
間
の
戦

争
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
大
戦
争
﹂
に
︑
ウ
ル
グ
ア
イ
側
で
参
戦
し
︑
イ
タ
リ
ア
軍
団
を
率
い
て
活

躍
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
一
八
四
九
年
に
起
こ
っ
た
︑
ロ
ー
マ
共
和
国
の
防
衛
戦

に
お
い
て
︑
ジ
ャ
ニ
ー
コ
ロ
の
丘
の
戦
い
で
︑
フ
ラ
ン
ス
軍
に
勝
利
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
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の
二
つ
の
闘
争
に
お
け
る
彼
の
活
躍
は
︑
新
聞
を
通
じ
て
多
く
の
地
域
で
報
道
さ
れ
︑
彼
の
名
声
は
イ
タ
リ
ア
半
島
を
越
え
て
広
が
っ
た
︒
加

え
て
︑
彼
を
題
材
に
し
た
小
説
や
伝
記
︑
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
流
行
に
よ
り
︑
英
雄
と
し
て
の
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成
さ
れ
︑
そ
の
名
声
を
よ

り
強
固
な
も
の
に
し
た⑤
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
が
遠
征
を
行
う
際
に
は
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
彼
に
対
す
る

資
金
や
物
資
を
提
供
す
る
た
め
の
寄
付
募
集
活
動
が
展
開
し
て
い
く
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
は
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
前
掲
の
︻
図
︼
は
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
外
か
ら
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
送
ら
れ
た
寄
付
金
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
︑

ミ
ラ
ノ
に
本
部
を
も
つ
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
団
体
︑﹁
百
万
の
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
た
め
の
基
金
Il
fondo
per
un
m
ilione
di
fucili﹂︵
以
下

﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂︶
の
会
計
史
料
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る⑥
︒
こ
の
︻
図
︼
か
ら
︑
環
大
西
洋
地
域
を
中
心
に
寄
付
金
が
集
ま
っ
て
お

り
︑
中
で
も
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
寄
付
金
が
最
も
多
額
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

で
展
開
し
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
す
る
寄
付
募
集
活
動
を
分
析
の
対
象
に
据
え
る
︒

以
下
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
期
イ
タ
リ
ア
半
島
の
関
係
史
に
つ
い
て
︑
研
究
史
を
整
理
し
︑
先
行
研
究
の
問
題
点
を

明
ら
か
に
す
る
︒
十
九
世
紀
中
葉
の
イ
タ
リ
ア
半
島
と
合
衆
国
の
関
係
は
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
史
に
お
い
て
も
合
衆
国
史
に
お
い
て
も
︑
主
流

の
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑
二
十
世
紀
前
半
に
い
く
つ
か
の
著
作
が
あ
る
︒
Ｎ
・
ガ
イ
や
Ｈ
・
マ
ッ
ラ
ー
ロ
が
︑
両
国
の
文
化
的
・
外

交
的
か
か
わ
り
を
示
す
こ
と
で
両
国
関
係
史
に
先
鞭
を
つ
け
た⑦
︒

両
国
の
関
係
史
の
研
究
は
︑
ア
メ
リ
カ
例
外
主
義
修
正
の
文
脈
で
大
き
く
発
展
す
る
︒
二
〇
〇
三
年
に
イ
ラ
ク
戦
争
が
勃
発
し
︑
時
の
大
統

領
が
そ
の
戦
争
を
正
当
化
す
る
た
め
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
例
外
主
義
を
持
ち
出
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
を
︑

歴
史
学
的
な
観
点
か
ら
克
服
す
る
た
め
に
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
︑
他
国
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
︑
例
外
主

義
を
相
対
化
す
る
論
考
が
多
く
発
表
さ
れ
た⑧
︒

そ
の
他
国
と
し
て
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
も
研
究
対
象
に
な
り
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
合
衆
国
知
識
人
の
議
論
が
︑
世
界
を
唱
導
す
る
共

和
主
義
国
家
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
た⑨
︒
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
と
の
比
較
か
ら
︑
ア
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メ
リ
カ
例
外
主
義
の
相
対
化
を
目
指
す
こ
の
よ
う
な
研
究
と
と
も
に
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
性
を
示
す
研
究
史
的
潮
流

も
存
在
す
る
︒

そ
の
潮
流
は
︑
合
衆
国
の
知
識
人
や
外
交
官
が
示
し
た
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
に
対
す
る
思
想
的
共
感
・
批
判
や
外
交
関
係
︑
文
化
的
か
か
わ
り

に
つ
い
て
議
論
を
発
展
さ
せ
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
期
イ
タ
リ
ア
史
と
南
北
戦
争
期
合
衆
国
史
と
の
接
合
を
図
っ
た
︒
Ｄ
・
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー

ノ
の
著
作
は
︑
両
国
の
外
交
関
係
と
思
想
史
を
整
理
し
︑
一
八
四
八
年
か
ら
一
九
〇
一
年
ま
で
の
長
い
期
間
で
︑
両
国
関
係
史
を
位
置
付
け
た

こ
と
か
ら
︑
こ
の
研
究
史
の
到
達
点
と
し
て
評
価
で
き
る
︒
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
︑
外
交
官
︑
知
識
人
︑
亡
命
者
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

い
っ
た
人
々
の
活
動
を
思
想
面
か
ら
分
析
し
た
︒
か
か
る
分
析
か
ら
︑
彼
は
十
九
世
紀
中
葉
の
両
国
の
関
係
が
︑﹁
大
西
洋
地
域
を
ま
た
い
だ

歴
史
的
風
土
と
理
念
の
伝
播
︑
そ
し
て
自
由
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
と
共
和
主
義
的
な
原
理
に
基
づ
き
︑
近
代
化
に
向
か
っ
て
社
会
の
未
来
を
思

索
し
た
人
々
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
﹂
と
評
価
し
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
大
義
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
連
帯
の
共
存
を
示
唆
し
た⑩
︒

さ
ら
に
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
の
最
終
局
面
で
あ
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
期
と
︑
南
北
戦
争
直
前
の
時
期
と

の
比
較
か
ら
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
戦
い
と
奴
隷
制
に
対
す
る
戦
い
の
結
合
を
︑
自
由
や
近
代
化
の
普
遍
的
価
値
に
よ
る
も
の
と
し
て
ま
と

め
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
対
す
る
合
衆
国
北
部
の
人
々
の
好
感
は
︑
こ
の
構
図
の
最
た
る
例
で
あ
る
と
主
張
し
た⑪
︒

し
か
し
︑
自
由
主
義
や
共
和
主
義
と
い
っ
た
思
想
に
感
化
さ
れ
︑
合
衆
国
の
人
々
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
支
援
し
た
と
い
う
理
解
は
︑
図
式
的

す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
ろ
う
︒
思
想
が
独
り
歩
き
し
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
伝
え
る
媒
介
者
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
媒
介
者
こ

そ
︑
十
九
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
半
島
の
政
治
騒
擾
の
結
果
︑
合
衆
国
に
移
動
し
て
い
た
亡
命
者
で
あ
っ
た
︒

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
期
に
は
︑
大
西
洋
を
越
え
た
多
く
の
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
に
よ
り
︑
合
衆
国
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
活
動
が
行
わ
れ

て
い
た
︒
彼
ら
の
主
な
活
動
は
︑
支
援
団
体
の
設
立
と
寄
付
募
集
で
あ
り
︑
合
衆
国
か
ら
大
量
の
寄
付
金
が
集
ま
っ
た
こ
と
は
実
証
さ
れ
て
い

る⑫
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
会
計
帳
簿
か
ら
合
衆
国
の
寄
付
総
額
を
示
し
︑
思
想
的
共
感
の
強
さ
を
多
額
の
寄
付
金
額
を
用
い
て
説
明

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
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ま
た
︑
亡
命
者
研
究
に
お
い
て
示
唆
的
な
の
は
︑
Ｍ
・
イ
ザ
ベ
ッ
ラ
の
研
究
で
あ
る
︒
彼
は
︑
亡
命
を
知
識
人
の
政
治
理
論
を
昇
華
さ
せ
た

知
的
経
験
と
し
て
と
ら
え
︑
亡
命
者
の
思
想
を
彼
ら
の
著
作
や
活
動
を
も
と
に
分
析
し
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
外
の
政
治
理
論
が
︑
十
九
世
紀
前
半

の
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
に
与
え
た
重
要
性
を
示
し
た⑬
︒
一
方
で
︑
知
的
経
験
と
し
て
亡
命
を
認
識
す
る
場
合
︑
分
析
対
象
が
出
版
や
思
想
に
収

斂
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
亡
命
者
が
亡
命
地
で
行
っ
た
実
際
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
存
在
を
示
す
記
述
は
あ
る
も
の
の
ほ
と

ん
ど
分
析
さ
れ
て
い
な
い
︒

つ
ま
り
︑
合
衆
国
に
お
け
る
亡
命
者
の
足
取
り
を
日
常
レ
ベ
ル
ま
で
掘
り
下
げ
︑
亡
命
者
の
日
常
的
活
動
や
︑
亡
命
地
で
の
人
間
関
係
に
注

目
し
︑
末
端
か
ら
合
衆
国
で
の
亡
命
者
の
活
動
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
︑
知
的
経
験
と
し
て
の
み
把
握
さ
れ
て
き
た
亡
命
行
為
を
︑
亡
命
者

の
実
践
と
い
う
面
か
ら
補
完
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う⑭
︒

合
衆
国
の
中
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
︑
多
く
の
亡
命
者
と
移
民
を
受
け
入
れ
た
都
市
で
あ
っ
た
︒
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
は
他
国
の
亡
命
者
を
歓
迎
し
︑
彼
ら
の
活
動
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
亡
命
者
と
市
井
の
人
々
の
か
か
わ
り
が
活
発
で
あ

り
︑
合
衆
国
に
お
け
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
の
中
心
地
と
な
っ
た
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
地
は
亡
命
者
の
実
践
を
理
解
す
る
に
際
し
て
︑

非
常
に
有
意
義
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
展
開
し
た
寄
付
募
集
活
動
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
︑
彼
ら
が
展
開
し
た
実

地
活
動
の
も
つ
効
力
と
そ
の
重
要
性
を
示
す
︒
同
時
に
︑
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
と
︑
現
地
の
知
識
人
や
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
亡
命
者
と
の
交
流

関
係
に
も
着
目
し
︑
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
を
支
援
す
る
動
き
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
︑
イ
タ
リ
ア
系

以
外
の
人
々
か
ら
も
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
研
究
対
象
を
︑
先
述
の
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
協
同
し
な
が

ら
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
拠
点
に
寄
付
募
集
を
行
っ
た
団
体
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
Società
Italiana﹂︵
以
下
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂︶
の
寄
付
募
集
活

動
に
設
定
す
る
︒

使
用
す
る
史
料
は
︑
イ
タ
リ
ア
共
和
国
マ
ン
ト
ヴ
ァ
国
立
文
書
館
所
蔵
の
未
刊
行
史
料
︑﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文
書
C
arte

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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G
iuseppe
F
inzi︵
以
下
﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文
書
﹂︶
と
当
時
合
衆
国
で
発
刊
さ
れ
て
い
た
諸
新
聞
で
あ
る
︒
こ
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
国

立
文
書
館
の
史
料
は
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
共
同
代
表
の
一
人
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
の
息
子
エ
ル
ネ
ス
ト
が
︑
同
文
書
館
に
寄
贈

し
た
も
の
で
あ
る
︒
史
料
内
容
の
多
く
は
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
内
か
ら
の
寄
付
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
半
島
外
か
ら
の
寄
付
に
つ
い
て
の
史

料
も
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
支
援
者
か
ら
の
手
紙
︑
寄
付
者
芳
名
帳
︑
会
計
帳
簿
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
特
に
合
衆
国
か
ら
の
寄
付
に
つ

い
て
は
︑
そ
の
他
の
国
に
比
し
て
多
量
の
史
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
た
め
︑﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文
書
﹂
は
︑
合
衆
国
で
の
ガ

リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
理
解
す
る
た
め
に
有
益
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文
書
﹂
の
中
か
ら
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協

会
﹂
代
表
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
に
宛
て
た
報
告
書
や
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
封
入
し
た
新
聞
記

事
︑
そ
し
て
会
計
帳
簿
を
用
い
る
︒

加
え
て
︑
後
述
の
よ
う
に
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
寄
付
募
集
に
新
聞
広
告
を
多
用
し
て
い
た
た
め
︑
合
衆
国
諸
新
聞
か
ら
支
援
団
体
の
活

動
戦
略
・
広
報
戦
略
を
読
み
解
く
︒
ま
た
︑
マ
ッ
ラ
ー
ロ
が
一
九
五
七
年
に
刊
行
し
た
史
料
︑
ナ
ポ
リ
国
立
文
書
館
の
未
刊
行
史
料
も
参
照
し

た⑮
︒以

下
第
一
章
で
は
︑
南
北
戦
争
直
前
の
合
衆
国
に
お
い
て
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
の
政
治
闘
争
に
対
す
る
支
援
が
展
開
し
た
背
景
を
整
理
す
る
︒

次
い
で
第
二
章
で
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
︑
彼
ら
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
寄
付
を
集
め
た

歴
史
的
意
義
を
示
す
︒
最
後
に
第
三
章
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
舞
台
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
よ
る
寄
付
募
集
の
実
践
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の

人
的
関
係
に
注
目
し
︑
亡
命
者
の
日
常
レ
ベ
ル
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
の
賛
同
者
が
︑
イ
タ
リ
ア
系
に
と
ど

ま
ら
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
︒

①

リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
が
い
つ
始
ま
り
︑
い
つ
終
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
い
ま

だ
未
解
決
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
ど
の
側
面
を
強
調
す
る

の
か
に
よ
っ
て
︑
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
問

題
に
留
意
し
つ
つ
も
︑
本
稿
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
政
治
秩
序
が
誕
生
し

た
一
八
一
五
年
か
ら
︑
未
回
収
の
土
地
を
の
こ
し
な
が
ら
も
︑
国
家
と
し
て
の
枠

組
み
が
完
成
し
た
一
八
六
一
年
ま
で
を
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
期
間
と
し
て
設
定
す
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る
︒
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
時
期
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒

G
illes
P
écout,
Il
L
ungo
R
isorgim
ento:
L
a
N
ascita
dell’Italia

C
ontem
poranea
(1770-1922),
M
ilano,2011,
pp.3-27.

②

リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
史
学
史
に
つ
い
て
は

A
lberto
M
ario
B
anti,
Il

R
isorgim
ento
Italiano,
B
ari,2004,
pp.119-133
及
び
︑
藤
澤
房
俊
﹃﹁
イ

タ
リ
ア
﹂
誕
生
の
物
語
﹄
講
談
社
︑
二
〇
一
二
年
︑
二
三
一
-
二
三
四
頁
を
参
照
︒

二
十
世
紀
末
か
ら
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
深
層
に
あ
る
文
化
へ
の
注
目
が
促
さ
れ
︑

そ
れ
ま
で
研
究
が
希
薄
で
あ
っ
た
オ
ペ
ラ
や
絵
画
と
い
っ
た
狭
義
の
文
化
や
︑
リ

ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
生
き
た
人
々
の
心
性
や
考
え
が
脚
光
を
浴
び
た
︒
こ
の
よ
う
な

文
化
史
的
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
研
究
は
︑
現
在
︑
研
究
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で
あ

ろ
う
︒

③

Ｐ
・
ギ
シ
ョ
ネ
に
よ
る
と
︑
Ｊ
・
ゴ
ド
シ
ョ
と
Ｒ
・
パ
ー
マ
ー
が
有
力
な
論
客

と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
環
大
西
洋
革
命
論
﹂
の
文
脈
で
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
理
解
す

る
研
究
手
法
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
︒
ポ
ー
ル
・
ギ
シ
ョ
ネ
︑
幸
田
礼
雅
訳
﹃
イ
タ

リ
ア
の
統
一
﹄
白
水
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
八
頁
︒

④

O
liver
Janz
and
L
ucy
R
iall,
‘Special
Issue:
T
he
Italian

R
isorgim
ento:
T
ransnational
P
erspective:
Introduction’,
M
odern

Italy,
vol.19,
issue
1,2014,
pp.1-4.

⑤

Lucy
R
iall,
G
aribaldi
Invention
of
H
ero,
C
onnecticut,
2007,
pp.

37-58,75-97.

⑥

A
rchivio
di
Stato
di
M
antova
(以
下
A
SM
n),C
arte
G
iuseppe
Finzi,

n.36,
b.1,6,
R
egistro
di
C
assa,
cc.1-31.
地
図
及
び
表
の
表
記
は
︑
史
料

に
準
ず
る
︒
な
お
︑
都
市
名
が
不
明
の
場
合
は
︑
筆
者
が
そ
の
旨
を
補
記
し
た
︒

⑦

H
arry
N
elson
G
ay,L
e
R
elazioni
fra
l’Italia
e
gli
Stati
U
niti
1847-

1871,
R
om
a,1907,
H
aw
ard
R
osario
M
arraro,
A
m
erican
O
pinion
on

the
U
nification
of
Italy
1846-1861,
N
ew
Y
ork,1932.

⑧

イ
ア
ン
・
テ
ィ
レ
ル
﹃
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ー
シ
ョ
ン

ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
歴
史
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
で
は
︑
イ
ラ
ク
戦
争
と
ア
メ
リ
カ
例
外

主
義
と
の
か
か
わ
り
が
明
示
さ
れ
︑
例
外
主
義
修
正
が
う
た
わ
れ
て
い
る
︒

⑨

P
aola
G
em
m
e,
D
om
esticating
F
oreign
Struggles:
T
he
Italian

R
isorgim
ento
and
A
ntebellum
A
m
erican
Identity,
A
thens,2005
や

E
nrico
D
al
Lago,‘G
uerra
C
ivile
A
m
ericana,il
R
isorgim
ento
Italiano

e
i
N
azionalism
i
E
uropei
dell’O
ttocento:
H
istoire
C
roisée
e
H
istoire

C
om
parée’,
G
iornale
di
Storia
C
ostituzionale,
N
o.
22,
2011,
pp.

143-161.

⑩

D
aniele
F
iorentino,G
li
Stati
U
niti
e
il
R
isorgim
ento
d’Italia
1848-

1901,
R
om
a,2013,
pp.7-21.

⑪

Ibid,
pp.144-145.

⑫

M
arraro,
A
m
erican
O
pinion,
G
iuseppe
F
austini,‘U
nita
d’Italia:
gli

Stati
U
niti
e
un
G
aribaldino
A
m
ericano’,
Italica,
vol.89,
N
.2,2012,

pp.202-218.

⑬

M
aurizio
Isabella,
‘E
xile
and
N
ationalism
:
the
C
ase
of
the

R
isorgim
ento’,
E
uropean
H
istory
Q
uarterly,
vol.36,
issue
4,2006,
pp.

493-520.
M
aurizio
Isabella,
R
isorgim
ento
in
E
xile:
Italian
É
m
igrés

and
the
L
iberal
International
in
the
P
ost-N
apoleonic
E
ra,N
ew
Y
ork,

2009.

⑭

田
中
き
く
代
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ィ
ー
エ
イ
タ
ー
ズ
研
究

の
動
向
と
展
望
﹂﹃
関
西
学
院
史
学
﹄
四
十
一
号
︑
二
〇
一
四
年
︑
八
四

八
五

頁
︒

⑮

H
ow
ard
R
.
M
arraro,
‘D
ocum
enti
Italiani
e
A
m
ericani
sulla

Spedizione
G
aribaldina
in
Scilie’,R
assegna
Storica
del
R
isorgim
ento,

anno
X
LIV
,
fascicolo
I,1957,
pp.12-58.
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第
一
章

南
北
戦
争
前
夜
の
合
衆
国
と
イ
タ
リ
ア
半
島

一
八
四
八
年
革
命
か
ら
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
ま
で

第
一
節

大
西
洋
を
越
え
た
思
想

写
し
鏡
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア

一
八
四
八
年
以
降
︑
合
衆
国
政
府
や
知
識
人
は
︑
絶
え
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
来
事
を
注
視
し
て
い
た
︒
ワ
シ
ン
ト
ン
政
府
は
︑
モ
ン
ロ
ー
宣

言
に
基
づ
い
た
中
立
主
義
に
よ
り
︑
直
接
的
な
財
政
的
・
軍
事
的
支
援
を
差
し
控
え
て
は
い
た
が
︑
中
立
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
来
事
へ
の

無
関
心
を
意
味
し
な
か
っ
た①
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
四
八
年
革
命
か
ら
合
衆
国
政
府
は
二
十
年
間
に
わ
た
り
︑
中
立
を
保

ち
な
が
ら
も
︑
自
由
主
義
・
共
和
主
義
的
理
念
を
支
持
す
る
こ
と
と
︑
商
業
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
自
国
の
権
利
と
し
て
明
確
に
打
ち
出

し
て
い
た②
︒

合
衆
国
政
府
の
姿
勢
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
革
命
の
賛
同
者
に
対
し
て
友
好
的
で
あ
っ
た
た
め
︑
合
衆
国
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
来
事
に
対
し
て
︑

議
論
や
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
︒
モ
ン
サ
グ
ラ
ー
テ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
世
界
の
見
方
が
一
七
七
六
年
の
価
値
と
特

殊
性
に
強
く
結
び
つ
い
た
﹂
合
衆
国
の
知
識
人
は
︑
四
八
年
革
命
を
独
裁
体
制
の
打
倒
及
び
社
会
政
策
の
導
入
と
い
う
二
点
か
ら
精
察
し
て
い

た③
︒
以
下
で
は
︑
四
八
年
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
す
る
合
衆
国
の
議
論
の
中
で
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
開
始
時
ま
で
に
合
衆
国
の
人
々
の

間
で
展
開
し
た
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
し
︑
合
衆
国
の
人
々
が
イ
タ
リ
ア
を
注
視
し
た
意
味
を
考
察
す
る
︒

ま
ず
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
の
問
題
は
︑
商
業
的
利
益
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
︒
ジ
ェ
ン
ミ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
イ
タ
リ
ア
独
立
の
支
持
者

の
一
部
は
商
品
を
イ
タ
リ
ア
半
島
に
卸
す
製
造
者
や
商
人
で
あ
っ
た④
︒
共
和
主
義
・
自
由
主
義
の
拡
大
は
︑
自
由
貿
易
の
拡
大
を
意
味
し
︑
王

政
の
打
倒
が
自
身
の
商
業
的
利
益
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
人
々
が
︑
イ
タ
リ
ア
独
立
に
向
け
た
運
動
を
支
持
し
た
︒
ま
た
︑
戦
争
そ
れ

自
体
も
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
し
て
い
た
︒
四
八
年
に
米
墨
戦
争
の
終
結
を
迎
え
︑
武
器
の
在
庫
を
大
量
に
抱
え
て
い
た
人
々
は
︑
イ
タ
リ
ア

半
島
に
も
需
要
を
見
出
し
て
い
た⑤
︒

42 (730)



実
際
︑
一
八
五
〇
年
代
の
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
に
よ
る
外
国
製
品
輸
入
に
関
す
る
保
護
関
税
廃
止
を
含
む
政
策
に
よ
っ
て
︑
一
八
五
一
年
か

ら
一
八
五
九
年
に
か
け
て
︑
合
衆
国
か
ら
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
へ
の
輸
出
額
は
約
十
倍
に
増
加
し
た⑥
︒
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
五
三
年
ま
で
合
衆
国

で
両
シ
チ
リ
ア
王
国
大
使
を
務
め
た
マ
ル
ト
ゥ
シ
ェ
ッ
リ
は
︑
合
衆
国
の
人
々
が
も
つ
商
業
主
義
的
性
格
に
つ
い
て
︑
頻
繁
に
本
国
に
報
告
し

て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
合
衆
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
当
時
の
合
衆
国

に
お
け
る
商
業
拡
大
主
義
の
一
端
が
見
受
け
ら
れ
る⑦
︒

商
業
的
利
益
の
関
心
に
加
え
︑
思
想
的
な
共
感
を
表
明
す
る
も
の
も
い
た
︒
十
九
世
紀
は
︑
運
輸
技
術
の
発
達
に
よ
り
大
西
洋
を
ま
た
い
で

人
々
の
往
来
が
起
こ
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
と
も
な
い
思
想
も
移
動
し
︑
刑
務
所
改
革
や
選
挙
制
度
改
革
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
︑
大

西
洋
を
挟
ん
だ
政
治
改
革
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た⑧
︒
四
八
年
革
命
へ
の
注
目
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
大
西
洋
を
ま
た
い
だ
﹁
近
代
化
﹂
の
影
響

が
あ
っ
た
︒

合
衆
国
知
識
人
は
︑
四
八
年
革
命
を
︑
合
衆
国
の
共
和
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
伝
播
し
た
結
果
起
こ
っ
た
革
命
と
し
て
と
ら
え
た
が
︑
リ

ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
︒
合
衆
国
知
識
人
は
︑
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
を
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
レ
プ
リ
カ
と
考
え
︑
世
界
を

導
く
共
和
主
義
の
旗
手
と
し
て
合
衆
国
を
認
識
し
た⑨
︒
一
方
で
︑
イ
タ
リ
ア
系
知
識
人
も
︑
合
衆
国
を
分
析
す
べ
き
対
象
と
し
て
見
て
い
た
︒

最
新
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
イ
タ
リ
ア
と
合
衆
国
の
人
々
が
相
互
に
関
心
を
も
っ
て
︑
社
会
改
革
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ

れ
た
よ
う
に
︑
イ
タ
リ
ア
の
知
識
人
に
と
っ
て
も
︑
合
衆
国
が
か
か
わ
り
の
な
い
遠
隔
地
で
は
な
く
︑
自
国
の
発
展
の
た
め
に
批
評
す
べ
き
対

象
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る⑩
︒
こ
の
よ
う
な
相
互
的
関
心
が
︑
合
衆
国
で
の
イ
タ
リ
ア
に
関
す
る
議
論
を
発
展
さ
せ
た
︒

続
い
て
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山
が
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
イ
タ
リ
ア
半
島
で
の
政
治
動
向
は
︑
宗
教
的
関
心
を
集
め
た
︒
そ
の
中
で
も
︑

教
皇
が
ロ
ー
マ
か
ら
避
難
し
た
後
︑
そ
の
地
に
共
和
主
義
者
ら
が
共
和
国
を
建
設
し
た
一
八
四
九
年
の
出
来
事
は
合
衆
国
で
大
き
な
話
題
と
な

っ
た
︒
合
衆
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
は
︑
ロ
ー
マ
共
和
国
成
立
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
不
可
逆
の
衰
退
と
み
な
し
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
成
功
と
出
現
の
好
機
を
見
て
い
た⑪
︒
ま
た
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
は
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
の
増
加
に
よ
り
︑
排
外
的
な
運
動
も
も
た
ら
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し
た
︒
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
が
︑
職
を
求
め
て
都
市
部
に
移
住
し
︑
合
衆
国
で
都
市
問
題
︑
労
働
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
で
︑
移
民
排
斥
運

動
が
生
じ
た⑫
︒
さ
ら
に
︑
時
の
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
が
︑
四
八
年
革
命
の
勃
発
を
機
に
︑
就
任
当
時
に
見
せ
た
自
由
主
義
的
改
革
方
針
を
一
転
し
︑

反
革
命
的
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
教
皇
の
世
俗
支
配
を
独
裁
と
し
て
批
判
す
る
動
き
が
合
衆
国
で
巻
き
起
こ
っ
た
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
の
問
題
の
大
部
分
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
思
想
や
社
会
状
況
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
︒
つ
ま
り
合
衆
国
の
人
々
は
イ
タ
リ
ア
の
情
勢
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
自
国
の
課
題
を
詳
ら
か
に
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
た
︒
ま
さ
し
く
︑
イ
タ
リ
ア
は
合
衆
国
の
写
し
鏡
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
半
島
に
対
す
る
注
目
や
共
感

は
︑
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
南
イ
タ
リ
ア
遠
征
期
に
佳
境
を
迎
え
る
︒
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
が
遠
征
を
開
始
し
た
一
八
六
〇
年
は
︑
合
衆

国
で
奴
隷
制
の
問
題
を
中
心
に
合
衆
国
の
南
北
対
立
が
激
化
し
︑
そ
の
溝
が
埋
め
ら
れ
ぬ
ほ
ど
深
く
な
っ
て
い
た
時
期
と
一
致
す
る
︒

第
二
節

﹁
自
由
の
旗
手
﹂
と
し
て
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ

本
節
で
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
期
に
焦
点
を
絞
り
︑
彼
の
動
き
が
合
衆
国
で
い
か
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
具
体

的
に
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
が
遠
征
に
よ
っ
て
打
倒
し
よ
う
と
し
た
教
皇
国
家
と
両
シ
チ
リ
ア
王
国
︑
及
び
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
し
て
合
衆
国
の

人
々
が
抱
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
探
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
合
衆
国
に
お
い
て
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
す
る
寄
付
募
集
活
動
が
展
開
し
た
背
景
を
整
理
す

る
︒合

衆
国
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
は
︑
北
部
自
由
州
の
諸
都
市
で
展
開
し
た
︒
例
え
ば
︑
一
八
六
〇
年
二
月
十
七
日
に
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

シ
テ
ィ
・
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
・
ホ
ー
ル
で
︑
ア
メ
リ
カ
市
民
に
よ
る
集
会
が
行
わ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
多
く
の
知
識
人
が
演
説
し
︑
イ
タ
リ
ア
の
独

立
が
近
い
こ
と
︑
そ
れ
を
応
援
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た⑬
︒
ま
た
︑
一
八
六
〇
年
七
月
二
十
八
日
土
曜
日
に
︑
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ニ

ュ
ー
ポ
ー
ト
に
あ
る
ア
ク
イ
ド
ネ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た
別
の
会
合
で
は
︑
名
だ
た
る
愛
国
者
が
︑
合
衆
国
市
民
と
し
て
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ

に
武
器
と
物
資
を
与
え
る
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
た⑭
︒

44 (732)



合
衆
国
北
部
都
市
に
お
い
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
は
︑
合
衆
国
内
部
の
政
治
情
勢
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
た
︒
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ー

ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
反
教
権
主
義
的
性
質
の
運
動
と
︑
南
北
戦
争
間
際
の
北
部
自
由
都
市
が
掲
げ
た
反
奴
隷
制
運
動
が
︑

大
き
な
自
由
主
義
の
流
れ
の
中
で
︑
共
に
進
行
し
た
の
は
明
白
で
あ
る⑮
︒
先
述
の
通
り
︑
合
衆
国
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
は
︑
一
部
で
は
合
衆

国
北
部
都
市
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
軋
轢
と
結
び
つ
き
︑
排
外
主
義
運
動
を
引
き
起
こ
し
た⑯
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

教
皇
庁
に
関
す
る
議
論
の
主
要
な
論
点
は
︑
独
裁
や
圧
政
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
教
皇
の
世
俗
権
力
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒

ピ
ウ
ス
九
世
の
即
位
時
︑
合
衆
国
は
彼
に
対
す
る
称
賛
に
沸
い
て
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
一
八
二
三
年
以
降
の
教
皇
庁
に
お
け
る
超
保
守
主

義
の
時
代
を
終
わ
ら
せ
︑
鉄
道
の
敷
設
に
代
表
さ
れ
る
近
代
化
政
策
に
着
手
し
た
新
教
皇
は
︑
イ
タ
リ
ア
統
一
を
主
導
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る⑰
︒
し
か
し
︑
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
対
し
て
宣
戦
布
告
を
し
た
際
︑
教
皇
が
戦
争
へ
の
不
参
加
を
表
明

し
︑
一
八
四
八
年
革
命
以
降
︑
保
守
体
制
に
舵
を
切
っ
た
こ
と
を
契
機
に
︑
教
皇
へ
の
失
望
と
不
満
が
合
衆
国
に
お
い
て
も
噴
出
す
る⑱
︒

一
八
四
九
年
の
ロ
ー
マ
共
和
国
成
立
と
︑
そ
の
瓦
解
の
折
の
英
雄
的
防
衛
に
よ
り
︑
称
賛
の
対
象
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
や
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
ら
民

主
派
に
移
行
す
る
と
︑
教
皇
の
世
俗
支
配
か
ら
諸
地
域
を
解
放
す
る
こ
と
が
合
衆
国
北
部
で
の
主
要
な
議
題
に
な
る⑲
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑

﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
﹄
紙
に
掲
載
さ
れ
た
一
八
六
〇
年
七
月
十
六
日
の
記
事
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
と
反
教
権
主
義
と
の
つ
な
が

り
を
端
的
に
表
し
て
い
る
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
支
援
と
教
皇
へ
の
ペ
テ
ロ
基
金⑳
﹂
と
見
出
し
が
付
け
ら
れ
た
こ
の
記
事
で
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
し
て
す
で
に
集
ま
っ
た
多

額
の
寄
付
金
を
合
衆
国
市
民
と
結
び
つ
け
て
語
っ
た
の
ち
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
と
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
教
皇
へ
の
基
金
を

比
較
し
な
が
ら
︑
両
基
金
を
﹁
聖
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
率
い
る
自
由
と
聖
ピ
ウ
ス
率
い
る
独
裁
﹂
と
し
て
対
比
し
て
述
べ
て
い
る㉑
︒

ま
た
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
で
は
︑
Ｊ
・
Ｃ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
と
い
う
人
物
が
行
っ
た
講
演
会
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
︒
そ

の
﹁
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
︑
イ
タ
リ
ア
の
希
望
﹂
と
題
し
た
講
演
会
で
︑
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
﹁
イ
タ
リ
ア
は
長
ら
く
︑
酷
く
破
壊
さ
れ
︑
卑
し
い
独

裁
の
手
に
落
ち
て
い
る
︒
ガ
リ
バ
ー
が
リ
リ
パ
ッ
ト
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
︒
イ
タ
リ
ア
半
島
は
破
壊
さ
れ
︑
分
割
さ
れ
︑
卑
し
い
圧
政
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支
配
下
に
あ
る
︒﹂
と
述
べ
︑
そ
の
支
配
が
教
皇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る㉒
︒
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑

か
つ
て
イ
タ
リ
ア
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
牽
引
者
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
教
皇
は
︑﹁
独
裁
﹂
の
象
徴
へ
と
変
容
し
た
︒

教
皇
国
家
と
並
ん
で
︑
両
シ
チ
リ
ア
王
国
も
﹁
独
裁
﹂
国
家
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
独
裁
的
イ
メ
ー
ジ
は
︑
一
八
五
〇
年
に
行
わ
れ

た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
に
よ
る
ナ
ポ
リ
視
察
に
よ
り
創
ら
れ
る
︒
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
は
視
察
か
ら
帰
国
す
る

と
︑
そ
の
報
告
書
を
政
府
に
提
出
し
︑
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
政
治
体
制
が
︑
非
人
道
的
・
非
文
明
的
で
あ
る
と
痛
烈
に
非
難
し
た
︒
こ
の
報
告

書
は
大
西
洋
を
越
え
︑
合
衆
国
の
紙
面
に
お
い
て
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
︑
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た㉓
︒

つ
ま
り
︑
シ
チ
リ
ア
島
に
上
陸
し
て
両
シ
チ
リ
ア
王
国
を
倒
し
︑
ロ
ー
マ
解
放
を
目
指
し
て
北
上
す
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
は
︑
合
衆
国

に
お
い
て
は
イ
タ
リ
ア
の
国
家
統
一
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
越
え
て
︑
独
裁
に
対
抗
す
る
自
由
主
義
の
戦
い
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
︒
特
に
︑﹁
独
裁
の
権
化
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
抗
す
る
英
雄
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
﹂
と
い
う
構
図
を
と
っ
た
記
事
は
︑
合
衆
国
の
新
聞
で

幾
度
と
な
く
報
道
さ
れ
︑
こ
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
・
イ
メ
ー
ジ
は
合
衆
国
の
人
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た㉔
︒
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
送
ら
れ
た
支
援
者
の

手
紙
や
合
衆
国
新
聞
の
記
事
に
お
い
て
︑﹁
自
由
﹂
や
﹁
解
放
﹂
と
結
び
付
け
ら
れ
て
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
が
語
ら
れ
る
の
に
は
こ
う
し
た
背
景
が

あ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
大
西
洋
の
反
対
側
で
展
開
し
た
旧
体
制
に
対
す
る
戦
い
は
︑
合
衆
国
北
部
都
市
に
お
い
て
︑
奴
隷
制
に
対
す
る
戦
い
と
結
び
付
け

ら
れ
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
の
統
一
と
合
衆
国
の
分
裂
が
対
比
さ
れ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る㉕
︒
つ
ま
り
︑
共
和
主
義
者
と
し
て
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は

奴
隷
制
に
反
対
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
合
衆
国
で
は
独
裁
に
対
す
る
戦
い
と
奴
隷
制
に
対
す
る
闘
争
は
︑
大
西
洋
を
ま
た
い
だ

近
代
化
へ
の
共
通
の
理
念
を
も
っ
た
動
き
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た㉖
︒

も
ち
ろ
ん
︑
合
衆
国
に
お
い
て
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
抗
す
る
動
き
も
同
時
に
起
き
た
こ
と
は
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
り
わ

け
合
衆
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
明
確
に
対
抗
運
動
を
展
開
し
︑
教
皇
庁
に
対
す
る
寄
付
を
集
め
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
も
そ
も
合
衆
国
の

よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
優
勢
な
国
で
は
思
う
よ
う
に
資
金
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
教
皇
庁
へ
の
支
援
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た㉗
︒
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合
衆
国
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
一
色
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑
イ
タ
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を
越
え
た
︑﹁
圧
政
に
対
す
る
自
由
の

旗
手
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
﹂
と
い
う
言
説
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
︒
次
章
で
は
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
つ

い
て
概
観
し
た
後
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
寄
付
を
集
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
い
う
場
の
も
つ
歴
史
的
重
要
性
を
示
す
︒

①

D
aniele
F
iorentino,‘La
Politica
E
stera
degli
Stati
U
niti
e
l’U
nità

d’Italia’,
in
D
aniele
F
iorentino
e
M
atteo
Sanfilippo
(a
cura
di),
G
li

Stati
U
niti
e
l’unità
d’Italia,
R
om
a,2004,
pp.46-50.

②

Luigi
R
osso,‘G
aribaldi
e
gli
Stereotipi
Italiani
negli
Stati
U
niti’,in

Stefania
B
onnani
(a
cura
di),
G
aribaldi:
C
ultura
e
Ideali
A
tti
del

L
X
III
C
ongresso
di
Storia
del
R
isorgim
ento
Italiano,R
om
a,2008,pp.

461-469.,
F
iorentino,‘La
Politica
E
stera’
p.47.

③

G
iuseppe
M
onsagrati,‘G
li
Intellettuali
A
m
ericani
e
il
Processo
di

U
nificazione
Italiana’,
in
D
aniele
F
iorentino
e
M
atteo
Sanfilippo
(a

cura
di),
G
li
Stati
U
niti
e
l’U
nità
d’Italia,
R
om
a,2004,
p.18.

④

G
em
m
e,
D
om
esticating
Foreign
Struggles,
p.67.

⑤

Ibid.,
pp.68-69.

⑥

Ibid.,
p.67.

⑦

Im
m
a
A
cione,‘Im
m
agini
dell’A
m
erica
nei
D
ocum
enti
D
iplom
atici

N
apoletani
(1837-1860)’,
in
D
aniel
Spikes
(a
cura
di),
Stati
U
niti
a

N
apoli:
R
apporti
C
onsolari
1796-1996,
N
apoli,1996,
p.79.

⑧

テ
ィ
レ
ル
﹃
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︑
七
二
-
七
五
頁
︒

⑨

古
代
ロ
ー
マ
の
共
和
制
を
共
和
主
義
の
原
点
と
し
︑
合
衆
国
は
ロ
ー
マ
の
後
継

者
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
言
説
を
否
定
す
る
た
め
に
︑
合
衆
国
知
識
人
は
古
代
ロ
ー

マ
の
帝
国
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
で
合
衆
国
を
正
統
な
共
和
主
義
の
引

導
者
と
し
て
位
置
付
け
た
︒
詳
し
く
は

G
em
m
e,
D
om
esticating
Foreign

Struggles
pp.17-32.

⑩

D
aniele
F
iorentino,‘N
on
Proprio
un
M
odello:
gli
Stati
U
niti
nel

M
ovim
ento
R
isorgim
entale
Italiano’,L
aboratoire
Italien,N
o.19,2017.

http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1276;
D
O
I:
10.

4000/laboratoireitalien.1276︵
二
〇
一
九
年
三
月
十
一
日
閲
覧
︶

⑪

R
osso,‘G
aribaldi
e
gli
Stereotipi’,
pp.467-468

⑫

F
iorentino,
G
li
Stati
U
niti,
pp.101-103.

⑬

M
arraro,
A
m
erican
O
pinion,
pp.285-298.

⑭

Ibid.,
pp.285-298.

⑮

F
iorentino,
G
li
Stati
U
niti,
pp.143-144.

⑯

Ibid.,
pp.101-103.

⑰

松
本
佐
保
﹃
バ
チ
カ
ン
近
現
代
史

ロ
ー
マ
教
皇
た
ち
の
﹁
近
代
﹂
と
の
格

闘
﹄︑
中
公
新
書
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
〇
-
二
六
頁
︒

⑱

同
前
書
︑
二
〇
-
二
六
頁
︒

⑲

F
iorentino,
G
li
Stati
U
niti,
pp.127-128.

⑳

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
が
納
め
る
任
意
の
基
金
︒

㉑

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘A
id
for
Italy
and
Peter’s
Pence
for
the

Pope’,
Jul.,16,1860.

㉒

C
leveland
M
orning
L
eader,‘Lecture
by
R
ev.
J.C
.
F
letcher’,
D
ec.,

28,1860.

㉓

M
arraro,
A
m
erican
O
pinion,
pp.101-119.

㉔

こ
の
よ
う
な
構
図
を
と
る
記
事
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
以
下
は
一
例
で
あ
る
︒

C
leveland
M
orning
L
eader,
‘Lecture
by
R
ev.J.C
.F
letcher’,D
ec.,28,
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1860.,
C
leveland
M
orning
L
eader,‘A
id
to
G
aribaldi’,
Sep.,5,1860.,

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,’A
id
for
Italy
and
Peter’s
Pence
for
the

Pope’,Jul.,16,1860.,
T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘G
erm
an
D
em
onstration

in
A
id
of
the
G
aribaldi
F
und
-
O
ration,
M
usic
and
G
ym
nastic

E
xercises’,
A
ug.,31,1860.

㉕

F
iorentino,
G
li
Stati
U
niti,
pp.144-145.

㉖

Ibid.,
p.143.

㉗

M
atteo
Sanfilippo,
‘L’U
nita
d’Italia
e
la
C
hiesa
C
attolica

Statiunitense’,in
D
aniele
F
iorentino
e
M
atteo
Sanfilippo
(a
cura
di),

G
li
Stati
U
niti
e
l’U
nità
d’Italia,
R
om
a,2004,
pp.101-112.

第
二
章

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
お
け
る
寄
付
募
集
活
動
の
意
義
と
﹁
自
由
﹂
の
地
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

第
一
節

﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
へ
の
寄
付
に
よ
る
貢
献

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行
わ
れ
た
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
活
動
は
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
で
展
開
し
て
い
た
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
の
動
き
を
補
完

す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ミ
ラ
ノ
に
本
部
を
も
つ
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ
タ
リ
ア
協

会
﹂
と
協
働
し
寄
付
を
集
め
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
本
節
で
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
及
び
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
︑

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
対
す
る
寄
付
に
よ
る
支
援
の
重
要
性
を
考
察
す
る
︒
そ
の
後
︑
次
節
で
同
団
体
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
寄
付
を
集
め
た

意
義
を
分
析
す
る
︒

ま
ず
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
に
つ
い
て
概
観
す
る
︒
フ
ラ
ン
ス
と
プ
ロ
ン
ビ
エ
ー
ル
密
約
を
結
び
︑
一
八
五
九
年
四
月
二
十
七
日
に
︑

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
間
で
開
戦
し
た
第
二
次
イ
タ
リ
ア
独
立
戦
争
は
︑
当
初
ロ
ン
バ
ル
ド
=
ヴ
ェ
ネ
ト
王
国
か
ら
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
ま
で

を
含
む
北
イ
タ
リ
ア
諸
地
域
の
統
一
を
目
標
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
第
二
次
イ
タ
リ
ア
独
立
戦
争
の
煽
り
が
中
部
イ
タ
リ
ア
や
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

に
ま
で
広
が
り
︑
革
命
が
イ
タ
リ
ア
半
島
諸
地
域
で
起
こ
り
だ
す
と
︑
そ
の
状
況
を
危
惧
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
︑
一
転
し
て
︑
一
八
五
九
年
七
月

十
一
日
︑
ヴ
ィ
ッ
ラ
フ
ラ
ン
カ
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
講
和
を
締
結
し
た
︒
も
と
よ
り
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
支
援

は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
利
害
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
の
支
援
で
あ
り
︑
統
一
国
家
を
最
終
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
下
に
置
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
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た①
︒
そ
の
た
め
︑
革
命
諸
政
府
の
連
立
が
︑
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
障
害
に
な
る
と
判
断
さ
れ
る
と
講
和
が
結
ば
れ
た
︒
そ
れ
に
よ
り
ヴ
ェ
ネ
ト

地
方
の
統
一
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
北
部
イ
タ
リ
ア
の
統
一
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
︑
ま
た
イ
タ
リ
ア
中
部
諸
地
域
の
革
命
臨
時
政
府
は
︑
住

民
投
票
を
行
い
︑
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
へ
の
併
合
を
選
ん
だ
︒

こ
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
フ
ラ
ン
カ
の
講
和
は
︑
当
初
か
ら
イ
タ
リ
ア
共
和
主
義
者
に
よ
る
非
難
を
浴
び
て
い
た
︒
例
え
ば
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
は
︑
ヴ
ィ

ッ
ラ
フ
ラ
ン
カ
の
講
和
に
つ
い
て
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
支
配
か
ら
フ
ラ
ン
ス
支
配
へ
の
単
な
る
変
換
と
非
難
し
た②
︒
第
二
次
イ
タ
リ
ア
独
立
戦
争

で
︑
義
勇
部
隊
で
あ
る
ア
ル
プ
ス
猟
兵
隊
を
率
い
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
将
校
と
し
て
参
戦
し
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
も
︑
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
一
方
的

な
講
和
に
批
判
的
で
︑
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
二
世
に
闘
争
を
継
続
し
︑
隷
属
状
態
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
他
の
諸
地
域
を
︑
武
力

で
解
放
す
る
よ
う
に
訴
え
た③
︒

以
前
か
ら
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
︑
イ
タ
リ
ア
を
外
国
支
配
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
︑
国
民
皆
兵
構
想
を
抱
い
て
い
た
︒
ヴ
ィ
ッ
ラ
フ
ラ
ン
カ
の

講
和
後
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
︑
今
な
お
外
国
支
配
下
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
諸
地
域
の
解
放
を
目
指
し
︑
そ
の
構
想
を
実
現
す
る
た
め
に
イ
タ
リ
ア

の
人
々
に
訴
え
か
け
︑
寄
付
を
開
始
し
た
︒
こ
れ
が
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
の
始
ま
り
で
あ
る④
︒

新
聞
で
の
大
々
的
な
宣
伝
の
後
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
一
八
五
九
年
九
月
二
十
九
日
に
︑
自
身
の
五
千
リ
ラ
の
寄
付
と
︑
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
パ
ッ

ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ノ
に
よ
る
後
援
の
も
と
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
を
開
始
し
た
︒
本
部
は
ミ
ラ
ノ
に
置
か
れ
︑
同
時
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
と
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
も
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
︒

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
の
代
表
を
二
名
選
出
し
た
︒
青
年
イ
タ
リ
ア
の
メ
ン
バ
ー
で
︑
第
二
次
イ
タ
リ
ア
独
立
戦
争

時
に
ア
ル
プ
ス
猟
兵
隊
に
も
参
加
し
た
エ
ン
リ
コ
・
ベ
ザ
ー
ナ
と
︑
同
じ
く
青
年
イ
タ
リ
ア
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ

ィ
で
あ
る
︒

次
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
つ
い
て
概
要
を
整
理
す
る
︒﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
存
在
し
た
相
互
扶
助
団
体
︑﹁
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
タ
リ
ア
団
結
友
愛
協
会
Società
di
U
nione
F
ratellanza
Italiana
in
N
ew
Y
ork
﹂︵
以
下
﹁
イ
タ
リ
ア
団
結
友
愛
協
会
﹂︶
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を
母
体
と
す
る
臨
時
団
体
で
あ
る
︒﹁
イ
タ
リ
ア
団
結
友
愛
協
会
﹂
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
定
款
に
よ
る
と
︑
こ
の
団
体
は
︑
合
衆
国
政
府
に

対
し
て
法
人
申
請
を
行
い
︑
一
八
五
八
年
四
月
十
七
日
に
法
人
化
し
た
相
互
扶
助
団
体
で
︑
そ
の
活
動
内
容
は
︑﹁
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
家
族
が
︑

疾
病
や
事
故
︑
貧
困
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
︑
金
銭
の
支
給
や
︑
合
衆
国
の
慈
善
組
織
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
︑
ほ
か
の
同
等
の
方

法
に
よ
っ
て
︑
メ
ン
バ
ー
及
び
そ
の
家
族
の
扶
助
を
行
う
こ
と
﹂
で
あ
っ
た⑤
︒

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
が
現
実
味
を
帯
び
る
と
︑
一
八
五
九
年
十
一
月
末
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
団
結
友
愛
協
会
﹂
に
よ
っ
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ

の
遠
征
を
支
援
す
る
た
め
に
︑
臨
時
団
体
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
設
立
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑﹁
マ
ス

ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
に
協
力
し
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
寄
付
募
集
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒
代
表
は
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
︑
副
代
表
は

ド
メ
ニ
コ
・
ミ
ネ
ッ
リ
が
務
め
て
い
た
︒
さ
ら
に
メ
ン
バ
ー
と
し
て
︑
彫
刻
家
パ
ト
リ
ツ
ィ
オ
・
ピ
ア
ッ
テ
ィ
︑
ミ
ケ
ー
レ
・
ナ
ン
ニ
︑
ア
キ

ッ
レ
・
マ
ー
ニ
教
授
︑
Ｇ
・
Ｂ
・
サ
ン
グ
イ
ネ
ッ
テ
ィ
︑
Ｇ
・
ガ
ン
ド
ル
フ
︑
Ｒ
・
ア
ン
カ
ラ
ー
ニ
が
所
属
し
て
い
た⑥
︒﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂

メ
ン
バ
ー
は
︑
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
在
住
の
マ
ー
ニ
を
除
い
て
︑
全
員
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
周
辺
に
居
を
構
え
て
い
た⑦
︒
概
要
の
整

理
に
加
え
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
集
っ
た
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
の
人
的
関
係
と
︑
政
治
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
メ
ン
バ
ー
の
出

身
地
と
思
想
に
つ
い
て
詳
察
す
る
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
メ
ン
バ
ー
の
出
身
地
を
見
て
み
る
と
︑
イ
タ
リ
ア
北
中
部
出
身
者
と
南
部
出
身
者
の
つ
な
が
り
が
明
確
に
な
る
︒
メ
ン

バ
ー
全
員
の
出
身
地
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
代
表
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
︑
ト
リ
ノ
県
の
キ
エ
ー
リ
出
身
で
あ
る
の
に

対
し⑧
︑
副
代
表
ミ
ネ
ッ
リ
は
︑
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
臣
民
で
あ
り
︑
パ
レ
ル
モ
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た⑨
︒
こ
の
よ
う
な
北
中
部
出
身
者
と
南
部
出

身
者
の
つ
な
が
り
は
︑
メ
ン
バ
ー
構
成
以
外
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
一
八
五
九
年
三
月
三
十
日
の
﹃
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
﹄
紙

の
記
事
か
ら
︑
そ
の
つ
な
が
り
を
裏
付
け
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
同
記
事
は
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
︑
ナ
ポ
リ
人
亡

命
者
に
対
す
る
祝
福
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命
し
た
ナ
ポ
リ
人
亡
命
者
た
ち
に
対

し
て
︑
も
し
︑
彼
ら
が
亡
命
地
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
選
択
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
大
き
な
歓
迎
を
し
た
と
表
明
し
て
い
る⑩
︒
さ
ら
に
︑
詳
細
に
つ
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い
て
は
後
述
す
る
が
︑
一
八
六
〇
年
七
月
十
一
日
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
主
催
で
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
対
す
る
寄
付
金
を
募
る
た
め
の
コ
ン

サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
売
り
上
げ
が
︑
シ
チ
リ
ア
人
亡
命
者
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
チ
ャ
ッ
チ

ョ
の
手
を
介
し
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
も
と
に
運
ば
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る⑪
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
﹁
イ
タ
リ
ア

協
会
﹂
の
寄
付
募
集
活
動
に
お
い
て
︑
イ
タ
リ
ア
北
中
部
出
身
者
と
イ
タ
リ
ア
南
部
出
身
者
の
協
働
が
確
認
で
き
る
︒

次
に
︑
思
想
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
で
起
こ
っ
た
民
主
派
の
分
裂
の
よ
う
に
︑
イ
タ
リ
ア
統
一
に
対
す
る
政
治
的

立
場
を
め
ぐ
っ
て
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
内
で
意
見
の
相
違
や
対
立
が
起
こ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
︑
一
八
五

九
年
末
に
開
か
れ
た
会
合
を
経
て
設
立
さ
れ
︑
役
員
も
投
票
で
選
ば
れ
た
点
︑
団
体
設
立
か
ら
寄
付
募
集
を
終
え
る
ま
で
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー

ナ
が
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
義
勇
軍
に
参
加
す
る
た
め
︑
一
八
六
〇
年
八
月
二
十
五
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
去
り
︑
副
代
表
ミ
ネ
ッ
リ
が
実
質
的

な
代
表
者
に
な
る
こ
と
を
除
い
て
︑
メ
ン
バ
ー
構
成
が
変
わ
っ
て
い
な
い
点
を
考
慮
す
る
と
︑
分
裂
に
至
る
よ
う
な
大
き
な
思
想
対
立
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
加
え
て
︑
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
︑
ア
ン
カ
ラ
ー
ニ
︑
マ
ー
ニ
が
︑
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
に
よ
っ
て

結
成
さ
れ
た
﹁
行
動
党
Partito
d’A
zione﹂
の
ア
メ
リ
カ
支
部
を
設
立
し
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
に
対
す
る
政
治
活
動
を
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
継

続
し
て
い
た
よ
う
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
共
和
主
義
的
な
性
格
を
も
ち
︑
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
主
義
の
思
想
が
色
濃
い
団
体
で
あ
っ
た⑫
︒

さ
ら
に
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
合
衆
国
諸
都
市
に
存
在
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
協
会
の
本
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
先
述
の
ナ
ポ
リ
人
亡
命
者
へ
の
祝
福
を
表
明
し
た
新
聞
記
事
の
下
部
か
ら
確
認
で
き
る
︒
そ
こ
で
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
や

バ
ル
テ
ィ
モ
ア
の
イ
タ
リ
ア
協
会
が
﹁
支
部
section
﹂
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑﹁
本

部
central
section
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る⑬
︒
イ
タ
リ
ア
協
会
間
の
具
体
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ

タ
リ
ア
協
会
﹂
が
︑
そ
の
他
の
都
市
に
存
在
し
た
イ
タ
リ
ア
協
会
に
対
し
て
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
は
結
果
と
し
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
シ
チ
リ
ア
遠
征
開
始
ま
で
に
イ
タ
リ
ア
半
島
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
寄
付
金
で
︑

一
万
二
千
丁
の
銃
を
購
入
す
る
に
至
っ
た
︒
し
か
し
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
が
遠
征
に
出
発
す
る
直
前
に
︑
こ
の
一
万
二
千
丁
の
銃
は
︑
ピ
エ
モ
ン

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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テ
政
府
の
命
を
受
け
た
ミ
ラ
ノ
知
事
マ
ッ
シ
モ
・
ダ
ゼ
ー
リ
オ
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
措
置
は
カ
ヴ
ー
ル
の
指
示
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た⑭
︒
立
憲
君
主
制
を
支
持
す
る
カ
ヴ
ー
ル
は
︑
南
イ
タ
リ
ア
が
共
和
主
義
者
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
︑
共
和
主
義
的
影
響
が
及
ぶ

こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
︒
か
ろ
う
じ
て
旧
式
の
武
器
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
た
が
︑
輜
重
の
確
保
の
必
要
性
か
ら
︑
遠
征
中
も
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト

銃
基
金
﹂
の
活
動
は
継
続
さ
れ
︑
さ
ら
な
る
寄
付
募
集
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
た
︒

つ
ま
り
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
と
っ
て
︑
戦
争
の
進
行
に
伴
い
不
足
し
て
い
く
物
資
を
補
う
た
め
の
資
金
確
保
は
︑
目
下
の
課
題
で
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
代
表
ベ
ザ
ー
ナ
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
代
表
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ

ァ
ー
ナ
に
送
っ
た
手
紙
に
は
︑﹁
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
重
要
な
地
域
﹇
シ
チ
リ
ア
﹈
の
運
命
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
将
軍
へ
届
け
ら
れ
る
支
援
に

大
き
く
頼
っ
て
い
る⑮
︒﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
手
紙
か
ら
︑
寄
付
を
募
集
し
て
い
た
当
事
者
の
認
識
が
窺
え
る
︒

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
南
イ
タ
リ
ア
遠
征
成
功
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
研
究
者
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
軍
事
的
手
腕
と
義
勇
軍
の
熱
意
︑
そ

し
て
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
内
政
不
安
や
世
界
情
勢
の
変
化
に
求
め
て
い
る⑯
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
︑
当
事
者
の
感
じ
て
い
た
重
要

性
と
は
対
照
的
に
︑
研
究
史
の
中
で
寄
付
︑
特
に
イ
タ
リ
ア
半
島
外
か
ら
の
寄
付
に
つ
い
て
は
︑
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
言
及
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
場
所
や
金
額
を
示
し
︑
外
国
か
ら
の
寄
付
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
兵
士
と
し
て
遠
征
に
参
加
す
る
直
接
的
支
援
に
比
べ
︑
資
金
や
物
資
を
提
供
す
る
間
接
的
支
援
は
︑
行
為
者
に
身
体
的
危
害
が
降

り
か
か
ら
ず
︑
年
齢
な
ど
の
身
体
的
な
条
件
に
関
わ
ら
ず
参
加
で
き
︑
紛
争
地
に
赴
く
多
額
の
経
済
的
負
担
も
な
い
た
め
︑
多
く
の
人
が
参
加

で
き
る
支
援
の
形
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
義
勇
軍
研
究
に
代
表
さ
れ
る
直
接
的
な
軍
事
活
動
の
研
究
蓄
積
に
対
し
︑
寄
付
と
い
う
視
点
を

提
示
す
る
こ
と
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
活
動
を
よ
り
複
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る⑰
︒

第
二
節

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
寄
付
を
集
め
る
と
い
う
こ
と

十
九
世
紀
の
初
頭
か
ら
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
新
大
陸
に
向
け
て
の
移
動
が
活
発
化
す
る
︒
経
済
的
要
因
で
移
動
す
る
イ
タ
リ
ア
半
島
の
人
々
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の
多
く
は
︑
新
た
な
生
活
の
地
と
し
て
︑
南
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
選
択
し
た
が⑱
︑
十
九
世
紀
中
葉
に
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
約
一
万
人
の
イ
タ
リ

ア
系
住
人
が
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る⑲
︒
加
え
て
︑
十
九
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
半
島
で
起
こ
っ
た
諸
革
命
の
お
り
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
の
多
く
も
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
移
動
先
と
し
て
選
択
し
た
︒

イ
タ
リ
ア
系
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
十
九
世
紀
中
葉
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
︑
多
く
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

グ
ル
ー
プ
が
本
国
を
援
助
す
る
た
め
に
政
治
活
動
を
展
開
し
て
い
た⑳
︒
こ
の
よ
う
な
政
治
運
動
は
︑
亡
命
者
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
︑
エ
ス
ニ
ッ

ク
グ
ル
ー
プ
内
の
政
治
意
識
を
滋
養
し
た㉑
︒
さ
ら
に
︑
一
八
三
〇
年
以
降
︑
亡
命
者
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
運
ば
れ
た
自
由
主
義
的
気
運

は
︑
合
衆
国
の
世
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た㉒
︒

重
ね
て
︑
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
の
価
値
は
︑
異
な
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
を
互
酬
関
係
の
中
で
連
帯
さ
せ
た㉓
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
八
四

八
年
革
命
の
英
雄
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
亡
命
し
た
際
に
は
︑
民
族
の
垣
根
を
越
え
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
住
民
か
ら
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
た
︒

例
え
ば
︑
一
八
五
一
年
に
︑
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
英
雄
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
が
訪
米
し
︑
ア
メ
リ
カ
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
こ
と
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
︒
そ
の
ツ
ア
ー
の
際
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
も
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
は
訪
れ
て
い
る
︒
彼
の
来
訪
は
各
地
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
︑
特

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
熱
狂
的
な
歓
待
を
受
け
た㉔
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
代
表
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
も
︑
ロ
ー
マ
共
和
国
崩
壊
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
亡
命
し
た
際
︑
寄
港
地
で
熱
狂
的
な
歓
迎
を

受
け
た
︒
同
じ
く
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
も
︑
一
八
五
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
到
着
の
際
に
歓
待
を
受
け
て
い
る㉕
︒

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
居
を
構
え
て
い
た
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
自
身
が
受
け
た
歓
迎
の
経
験
も
含
め
︑
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
も
つ

自
由
主
義
に
対
す
る
賛
同
の
素
地
を
感
じ
取
っ
て
い
た
た
め
︑
一
八
五
九
年
に
開
始
す
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
活
動
を
︑
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の

人
々
も
巻
き
込
む
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
寄
付
募
集
開
始
時
に
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
ガ
リ
バ

ル
デ
ィ
に
送
っ
た
手
紙
か
ら
も
窺
え
る
︒
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
イ
タ
リ
ア
系
住
民
に
寄
付
を
呼
び
掛
け
る
と
同
時
に
︑﹁
市
民
及
び
宗
教
の

自
由
を
気
に
掛
け
る
高
貴
な
人
々
﹂
に
も
協
力
を
求
め
る
と
書
か
れ
て
い
る㉖
︒

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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実
際
に
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
の
会
計
帳
簿
を
見
る
と
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
︑
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
参
加
が
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
イ
タ
リ
ア
半
島
外
諸
地
域
か
ら
の
寄
付
に
関
し
て
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
は
会
計
帳
簿
に
そ
の
概
要
を
記
し

て
い
る
︒
そ
の
書
式
は
︑
単
語
の
微
妙
な
違
い
こ
そ
あ
れ
形
式
的
統
一
が
な
さ
れ
て
お
り
︑﹁
□
□
□
︵
イ
タ
リ
ア
人
亡
命
者
の
氏
名
／
団
体
名
︶

が
︑
そ
の
地
域
の
イ
タ
リ
ア
系
住
民
か
ら
集
め
た
︒
O
fferte
R
accolte
dal
□
□
□

fra
gliItalianicolà
residente...﹂
と
い
う
書
式
で
記

さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
限
っ
て
は
︑
こ
の
書
式
に
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
︒
そ
の
書
式
は
﹁
□

□
□
︵
イ
タ
リ
ア
人
亡
命
者
の
名
前
／
団
体
名
︶
が
︑
主
と
し
て
そ
の
地
域
の
イ
タ
リ
ア
系
住
民
か
ら
集
め
た
︒
O
fferte
R
accolte
dal
□
□

□

principalm
ente
fra
gli
Italiani
colà
residente...﹂
で
あ
り
︑﹁
主
と
し
て
principalm
ente﹂
と
い
う
副
詞
が
︑
校
正
記
号
を
用
い

て
朱
字
で
帳
簿
作
成
者
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
て
い
る㉗
︒
こ
の
﹁
主
と
し
て
principalm
ente﹂
と
い
う
副
詞
に
よ
っ
て
︑
大
多
数
で
は
な
い
が

注
記
す
べ
き
数
の
非
イ
タ
リ
ア
系
寄
付
参
加
者
が
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
参
加
は
︑
会
計
帳
簿
以
外
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
い
う
人
物
の
も
と
か
ら
派
遣
さ
れ
た
︑

﹁
自
由
﹂
の
大
義
で
も
っ
て
﹁
独
裁
﹂
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
救
お
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
市
民
や
︑﹁
ド
イ
ツ
人
﹂
と
し
て
寄
付
を
収
集
し
た
団
体

な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る㉘
︒
つ
ま
り
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
と
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
寄
付
を
集
め
る
こ
と
は
︑
イ
タ
リ
ア
系
・
非
イ

タ
リ
ア
系
住
民
問
わ
ず
︑
自
由
主
義
へ
の
貢
献
を
促
す
こ
と
を
意
味
し
た
︒

次
章
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
団
体
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
実
地
活
動
と
︑
亡
命

地
で
の
人
間
関
係
に
着
目
し
︑
そ
の
効
力
と
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
︒

①

藤
澤
房
俊
﹃
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
の
思
想
と
行
動
﹄︑
太
陽
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︑

三
〇
九
頁
︒

②

同
前
書
︑
三
一
一
頁
︒

③

R
iall,
G
aribaldi,
pp.175-176.

④

Ibid.,
pp.176-180.

⑤

Società
diU
nione
e
F
ratellanza
Italiana
in
N
ew
Y
ork,C
ostituzione

della
Società
di
U
nione
e
Fratellanza
Italiana
in
N
ew
Y
ork,
N
ew

Y
ork,1863,
p.3.

⑥

F
rancesco
D
urante,
Italoam
ericana
Storia
e
L
etteratura
degli

Italiani
negli
Stati
U
niti
1776-1880,
M
ilano,2001,
p.230.
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⑦

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘T
he
M
illion
M
uskets
Subscriptions’,N
ov.,

28,1859.

⑧

D
urante,
Italoam
ericana,
p.274.

⑨

A
rchivio
di
Stato
di
N
apoli
(以
下

A
SN
),
M
inistero
degli
A
ffari

E
steri
1734-1875,
busta
2415,
Società
Italiana.

⑩

T
he
W
ashington
U
nion,‘T
he
N
eapolitan
E
xiles’,
M
ar.,30,1859.

⑪

M
arraro,‘D
ocum
enti
Italiani’,
pp.34-35.

⑫

D
urante,
Italoam
ericana,
p.230.

⑬

T
he
W
ashington
U
nion,‘T
he
N
eapolitan
E
xiles’,M
ar.,30,1859.ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
以
外
の
同
名
組
織
に
つ
い
て
は
イ
タ
リ
ア
協
会
と
表
記
︒

⑭

R
iall,
G
aribaldi,
p.183.

⑮

M
arraro,‘D
ocum
enti
Italiani’,
p.19.

⑯

D
erek
B
eales
e
E
u
g
en
io
F
.
B
iag
in
i,
Il
R
isorgim
en
to
e

l’U
nificazione
dell’Italia,
B
ologna,2015,
pp.163-165.
藤
澤
房
俊
﹃
ガ
リ

バ
ル
デ
ィ

イ
タ
リ
ア
建
国
の
英
雄
﹄︑
中
公
新
書
︑
二
〇
一
六
年
︒

⑰

ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
参
加
し
た
義
勇
兵
の
研
究
は
︑
以
下
の
も
の
が
代
表

的
で
あ
る
︒
M
arcella
Pellegrino
Sutcliffe,
‘B
ritish
R
ed
Shirts:
a

H
istory
of
the
G
aribaldi
V
olunteers
(1860)’,
N
ir
A
rielli
and
B
ruce

C
ollins
(eds.),T
ransnational
Soldiers:
Foreign
M
ilitary
E
nlistm
ent
in

the
M
odern
E
ra,
London,2013,
pp.202-218.

⑱

C
orrado
B
onifazi,
L
’Italia
delle
M
igrazioni,
B
ologna,
2013,
pp.

25-26.

⑲

R
obert
E
rnst,Im
m
igrant
L
ife
in
N
ew
Y
ork
C
ity
1825-1863,N
ew

Y
ork,1994,
p.188.

⑳

詳
し
く
は
︑
E
rnst,Im
m
igrant
L
ife,pp.122-134
を
参
照
︒
こ
こ
で
は
︑

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
様
々
な
民
族
が
展
開
し
た
本
国
へ
の
寄
付
活
動
が
包
括

的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
︒

㉑

E
rnst,
Im
m
igrant
L
ife,
p.123.

㉒

D
aniele
F
iorentino,
‘R
e-building
the
N
ation-State:
the
A
m
erican

C
ivil
W
ar
in
a
T
ransnational
Perspective’,
H
ispania
N
ova,13,2015,

pp.205-207.

㉓

E
rnst,
Im
m
igrant
L
ife,
p.123.

㉔

山
本
明
代
﹃
大
西
洋
を
越
え
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
の
移
民

ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
共
同
体
の
形
成
﹄︑
二
〇
一
三
年
︑
彩
流
社
︑
二
〇
九
-
二

一
二
頁
︒

㉕

M
onsagrati,‘G
li
Intellettuali
A
m
ericani’,p.27.,A
lessandro
T
rojani,

L
’O
ro
d
i
G
aribald
i:
la
S
ped
izion
e
d
el
M
ille
n
el
C
on
testo

Internazionale,
F
irenze,2008,
pp.56-59.

㉖

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
10,
22,
Lettere
di
V
ari

G
aribaldini,
G
iuseppe
A
vezzana,
cc.626-627.

㉗

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
11,
7,
Lettera
di
E
nrico

B
esana
e
di
G
iuseppe
F
inzi,
cc.1-109.

㉘

M
arraro,‘D
ocum
enti
Italiani’,
pp.40-41,
p.47.
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氏名 寄付額

Un Italiano $10.00

Andrea Tam $5.00

Jack Sanguietti $2.50

Un Amico di Susini $50.00

Pappalardo $20.00

Biseo $3.00

A. C. Alfisi $10.00

Col. W. Depeyster $1.00

R. H. Stoddart $1.00

Alex Edgard $1.00

J. Townsend $1.00

N. N. $0.50

A. P. Man $5.00

N. N. $1.00

Mrs. L. G. $25.00

P. Perazzo $4.00

Ysnaga del Valle e Co. $50.00

J. M. Rijo $10.00

合計 $200.00

【表】 寄付者芳名帳 例

第
三
章

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
実
地
活
動
と
そ
の
展
開

第
一
節

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
日
常
的
実
践

本
節
で
は
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
実
施
し
て
い
た
寄
付
募
集
活
動
の
う
ち
︑
日
常
的
実
践
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ア
ヴ
ェ

ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
自
伝
を
書
き
残
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
彼
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
行
っ
て
い
た
時
期
の
記
述
は
存
在
し

な
い①
︒
書
き
残
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
自
伝
の
大
部
分
が
︑
英
雄
的
な
戦
争
に
関
す
る
記
述
に
割
か
れ
て
い
る
点

を
考
慮
す
る
と
︑
自
身
の
人
生
を
書
き
残
す
際
︑
寄
付
に
関
す
る
部
分
を
捨
象
し
た
の
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
に
関
し
て
の

記
述
も
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
軍
に
加
わ
る
た
め
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
後
に
し
︑
遠
征
に
加
わ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
︒

ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
自
身
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
寄
付
募
集
運
動
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
い
な
い
た
め
︑
副
次
的
な
史
料
か
ら
﹁
イ
タ
リ
ア

協
会
﹂
の
活
動
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま

ず
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
主
要
な
宣
伝
活
動
と

し
て
︑
新
聞
メ
デ
ィ
ア
を
巧
み
に
利
用
し
︑
ガ
リ

バ
ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
を
周
知
さ
せ
て
い
た
︒
一
八

六
〇
年
当
時
の
合
衆
国
に
お
い
て
は
︑
大
体
ど
の

新
聞
も
二
セ
ン
ト
と
い
う
手
に
取
り
や
す
い
金
額

で
販
売
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
新
聞
の
利
用
価
値
に

﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂

は
気
付
い
て
い
た
︒
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一
八
六
〇
年
四
月
十
日
に
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
代
表
ベ
ザ
ー
ナ
に
新
聞
を
用
い
た
寄
付
の
広
報
に
つ
い
て
報

告
し
て
い
る②
︒
こ
の
報
告
に
対
す
る
ベ
ザ
ー
ナ
の
返
答
に
は
︑
新
聞
の
影
響
力
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
︒
ベ
ザ
ー
ナ
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠

征
が
成
功
す
る
た
め
に
は
︑
寄
付
や
物
資
提
供
に
よ
る
援
助
が
重
要
で
あ
る
と
し
︑
寄
付
の
必
要
性
を
強
調
し
た
後
︑﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

新
聞
で
︑
こ
の
こ
と
﹇
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
﹈
に
つ
い
て
記
事
を
発
行
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
︒
イ
タ
リ
ア
の
統
一
運
動

が
﹇
合
衆
国
で
﹈
普
及
す
る
こ
と
は
︑
我
々
が
願
う
目
的
に
役
立
つ
で
し
ょ
う
︒﹂
と
記
し
て
い
る③
︒
で
は
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
新
聞
メ

デ
ィ
ア
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
当
時
の
合
衆
国
新
聞
に
記
載
さ
れ
て
い
た
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
発
行
の
記
事
を
も
と

に
︑
同
団
体
の
広
報
戦
略
を
紐
解
く
︒

ま
ず
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
寄
付
募
集
状
況
を
定
期
的
に
記
事
に
し
て
お
り
︑
寄
付
提
供
者
の
名
前
と
金
額
と
と
も
に
︑
日
々
増
加
す
る

支
援
者
の
情
報
を
公
表
し
て
い
た
︒
前
掲
の
︻
表
︼
は
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
よ
っ
て
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
寄
付
者
芳
名
帳
の
一
例
で
あ

る④
︒︻
表
︼
の
寄
付
者
は
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
開
い
た
会
合
の
参
加
者
で
あ
り
︑
こ
の
芳
名
帳
は
︑
一
八
六
〇
年
八
月
九
日
発
行
の
イ
タ

リ
ア
語
新
聞
﹃
エ
ー
コ
・
デ
ィ
・
イ
タ
リ
ア
﹄
紙
で
記
事
と
な
っ
た⑤
︒
同
記
事
に
は
︑
寄
付
に
対
す
る
感
謝
と
寄
付
金
が
ミ
ラ
ノ
本
部
に
確
実

に
届
く
旨
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る⑥
︒
加
え
て
︑
一
八
六
〇
年
七
月
発
行
分
の
芳
名
帳
に
氏
名
の
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
︑
氏
名
を
訂
正
し
て

い
る
こ
と
か
ら⑦
︑
少
な
く
と
も
月
に
一
度
は
芳
名
帳
が
更
新
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
英
語
新
聞
で
も
同
様
の
報
道
を
行
っ
て
い
た
︒
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
一
八
六
〇
年
四
月
三
日
の
﹃
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
﹄
紙
面
で
︑
イ
タ
リ
ア
独
立
に
関
心
を
も
つ
人
々
に
対
し
て
︑
寄
付
者
芳
名
帳
の
公
開
を
約
束
し
て
い
る⑧
︒
寄
付
者

芳
名
帳
の
公
開
に
よ
り
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
運
動
が
合
衆
国
で
実
際
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
伝
え
て
い
た
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
支
援
者
の
情
報
を
知
ら
せ
る
と
い
う
点
を
重
視
し
て
お
り
︑
寄
付
者
芳
名
帳
を
様
々
な
場
所
に
委
託
し
て
︑
各
委

託
場
所
で
寄
付
の
受
理
が
で
き
る
仕
組
み
を
整
え
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
ホ
テ
ル
や
新
聞
社
の
オ
フ
ィ
ス
︑
協
力
者
の
自
宅
な
ど
に
芳
名
帳
を
委

託
す
る
こ
と
で
町
中
の
様
々
な
場
所
で
芳
名
帳
を
公
開
し
︑
市
民
の
目
に
留
ま
り
や
す
く
︑
ま
た
寄
付
を
行
い
や
す
い
環
境
を
作
り
上
げ
て
い
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た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
芳
名
帳
を
見
て
寄
付
を
行
っ
た
人
物
も
お
り
︑
合
衆
国
市
民
で
︑
タ
バ
コ
の
大
商
人
で
も
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
は
︑
芳
名
帳
を
委
託
さ
れ
て
い
た
新
聞
社
の
編
集
長
に
送
っ
た
手
紙
の
中
で
︑﹁
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
基
金
の
た
め
に
貴
社
の
オ
フ
ィ
ス
で
公

開
し
て
い
る
寄
付
者
芳
名
帳
を
見
て
︑
千
ド
ル
の
小
切
手
を
同
封
し
ま
し
た
︒
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
基
金
に
対
す
る
私
か
ら

の
貢
献
と
し
て
受
理
し
て
く
だ
さ
い⑨
︒﹂
と
記
し
て
い
る
︒

一
八
五
九
年
十
一
月
二
十
九
日
の
段
階
で
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
社
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス
社
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ

ビ
ュ
ー
ン
社
の
オ
フ
ィ
ス
︑
ア
ス
タ
ー
ハ
ウ
ス
ホ
テ
ル
︑
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
一
番
通
り
の
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
︑
プ
リ
ン
ス
ス
ト
リ
ー
ト
五
十

五
番
地
の
ア
ン
ド
レ
ス
・
カ
ッ
サ
ー
ド
氏
︑
イ
タ
リ
ア
協
会
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
芳
名
帳
を
委
託
さ
れ
て
い
た
が⑩
︑
そ
の
委
託
者
の
数
は
︑
時

間
の
経
過
と
と
も
に
増
加
し
て
い
る⑪
︒
さ
ら
に
︑
詳
し
く
は
本
章
第
三
節
で
後
述
す
る
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
た
他
民
族
亡
命
者
も
寄
付
者

芳
名
帳
を
委
託
さ
れ
︑
こ
の
寄
付
募
集
活
動
に
多
数
参
加
す
る
こ
と
に
な
る⑫
︒

も
ち
ろ
ん
︑
新
聞
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
を
考
え
る
際
に
は
︑
識
字
率
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
イ
タ
リ
ア
系
労
働
者
の
多
く
は
フ
ァ
イ

ブ
ポ
イ
ン
ツ
の
よ
う
な
貧
民
街
に
居
住
し
て
い
た
︒
彼
ら
に
識
字
能
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂

は
︑
基
本
的
に
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
と
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
の
二
か
所
で
寄
付
活
動
を
展
開
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
場
所
は
︑
商
業
的
中
心
地

及
び
新
興
高
級
住
宅
街
で
あ
る⑬
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
寄
付
者
層
と
し
て
労
働
者
層
を
見
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ

で
識
字
率
の
問
題
は
勘
案
し
な
い
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
日
常
的
な
寄
付
募
集
戦
略
は
︑
新
聞
が
日
刊
で
あ
る
性
質
を
利
用
し
︑
寄
付
募
集
の
進
行
を
周
知
さ
せ
︑
寄
付
者
芳

名
帳
の
公
開
と
寄
付
募
集
の
実
行
を
様
々
な
人
に
委
託
す
る
こ
と
で
︑
広
範
囲
に
お
い
て
寄
付
を
集
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒

第
二
節

文
化
興
行
に
よ
る
寄
付
展
開

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
日
常
的
実
践
に
加
え
て
︑
寄
付
を
募
る
た
め
に
文
化
興
行
を
催
し
て
い
た
︒
本
節
で
は
︑
ま
ず
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
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と
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
史
料
を
通
時
的
に
整
理
し
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
よ
る
文
化
興
行
が
︑
ど
の
よ
う

な
背
景
で
開
催
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
後
︑
文
化
興
行
の
も
つ
寄
付
募
集
活
動
へ
の
影
響
を
考
え
る
︒

手
始
め
に
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
を
被
っ
て
い
た
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
使
が
︑
本
国
へ
送
っ
た
一
八
六
〇
年
四
月
四

日
の
報
告
を
見
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
関
す
る
も
の
で
︑
そ
こ
で
は
大
使
ア
ン
フ
ォ
ラ
が
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
を
﹁
す
で
に
相

当
な
金
額
が
集
ま
っ
て
い
る
百
万
の
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の
寄
付
の
た
め
の
同
団
体
﹂
と
し
て
報
告
し
て
い
る⑭
︒
一
方
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
同

年
四
月
十
日
に
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
へ
送
っ
た
報
告
で
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
寄
付
募
集
活
動
に
関
し
て
︑﹁
す
で
に
新
聞
に
て
寄
付

の
継
続
を
知
ら
せ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
提
供
は
全
く
足
り
て
い
ま
せ
ん
﹂
と
評
し
て
い
る⑮
︒
こ
こ
か
ら
︑
該
当
時
期
に
お
い
て
︑
寄
付
活
動

の
成
果
は
︑
両
シ
チ
リ
ア
王
国
側
に
と
っ
て
警
戒
す
べ
き
で
あ
っ
て
も
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
と
っ
て
は
不
足
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
︒

続
い
て
︑
同
年
五
月
十
八
日
に
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
代
表
ベ
ザ
ー
ナ
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
寄
付
の
さ
ら
な
る
展
開
を
依
頼
さ
れ

た
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
七
月
七
日
の
返
信
で
︑
寄
付
募
集
の
﹁
成
果
が
非
常
に
乏
し
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
残
念
に
思
い
ま
す
︒﹂
と
口
惜

し
い
気
持
ち
を
表
し
︑
そ
の
後
﹁
す
ば
や
く
他
の
金
額
を
用
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
︒﹂
と
さ
ら
な
る
寄
付
の
発
展

を
約
束
し
た⑯
︒
こ
の
書
簡
か
ら
は
﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
が
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
要
請
し
た
金
額
に
比
し
て
︑
寄
付
の
成
果
が
芳
し
く
な

い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
敵
国
か
ら
見
れ
ば
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
に
よ
る
寄
付
募
集
の
成
果
は
警
戒
す
べ
き
域
に
達
し
て
い
た
が
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基

金
﹂
と
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
さ
ら
な
る
寄
付
展
開
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
の

寄
付
を
募
る
た
め
︑
オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
︒

イ
タ
リ
ア
系
オ
ペ
ラ
歌
手
ら
が
無
報
酬
で
行
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
は
︑
一
八
六
〇
年
七
月
十
一
日
に
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
の
音
楽
学
院
で
開

催
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
称
賛
す
る
題
目
﹁
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
・
ラ
タ
プ
ラ
ン
﹂
が
演
奏
さ
れ
た⑰
︒
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
利
益
は

一
八
八
二
ド
ル
で
︑
そ
こ
か
ら
諸
経
費
を
差
し
引
い
た
一
三
三
四
．
一
九
ド
ル
が
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
の
手
に
渡
り
︑
シ
チ
リ
ア
人
亡
命
者
チ
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ャ
ッ
チ
ョ
を
介
し
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
届
け
ら
れ
た⑱
︒
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
最
も
高
い
席
は
︑
予
約
席
の
一
．
五
ド
ル
で
あ
っ
た
の
で
︑
少

な
く
と
も
千
人
以
上
が
観
覧
し
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
興
行
の
入
場
料
が
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
は
広
告
で
明
示
さ
れ
て
い
た⑲
︒
そ
の
た
め
参
加
者
は
︑
こ
れ
ら
興
行
の

意
図
を
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
は
大
盛
会
で
︑
多
く
の
金
額
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
手
に
渡
っ
た
︒
つ
ま
り
ガ
リ
バ
ル

デ
ィ
を
称
賛
す
る
祝
祭
は
︑
資
金
を
集
め
る
た
め
の
効
率
的
な
手
段
で
あ
っ
た
︒
現
在
︑
祝
祭
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
は
︑
祝
祭
空
間
を
エ

リ
ー
ト
と
一
般
の
人
々
を
結
び
つ
け
る
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
把
握
す
る
方
向
を
向
い
て
い
る⑳
︒
つ
ま
り
︑
市
井
の
人
々
を
巻
き
込
む
も
の
と
し
て

非
日
常
の
祝
祭
を
と
ら
え
︑
そ
こ
に
人
々
と
指
導
者
を
結
び
つ
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る㉑
︒

本
稿
の
場
合
︑
祝
祭
の
対
象
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
で
あ
る
︒
人
々
を
熱
狂
さ
せ
る
求
心
力
は
申
し
分
な
い
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
︑
ガ
リ
バ
ル

デ
ィ
の
伝
記
や
彼
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
歴
史
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
︑
連
日
新
聞
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
人
物
像
や
南
イ
タ
リ
ア
遠
征
が

記
事
に
な
る
ほ
ど
市
民
の
関
心
を
引
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒

そ
れ
は
寄
付
金
の
額
に
も
表
れ
て
お
り
︑
上
述
の
オ
ペ
ラ
大
会
が
一
日
で
集
め
た
一
八
八
二
ド
ル
と
い
う
金
額
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
団

体
が
集
め
た
寄
付
金
と
し
て
は
︑
膨
大
で
あ
っ
た
︒
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
イ
タ
リ
ア
人
協
会
が
︑
合
衆
国
の
各
主
要
都
市
か
ら
集
め
た
寄
付

総
額
が
一
〇
二
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
こ
と㉒
︑
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
が
会
合
で
集
め
た
金
額
が
︑
二
〇
〇
ド
ル
程
度
で
あ
っ
た
こ
と㉓
に
鑑
み
れ
ば
そ

の
金
額
の
膨
大
さ
が
窺
え
る
︒

オ
ペ
ラ
大
会
に
次
い
で
︑
一
八
六
〇
年
八
月
三
十
日
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
存
在
し
た
多
民
族
亡
命
者
団
体
と
の
共
催
で
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂

は
︑
体
操
大
会
を
開
催
し
た
︒
先
述
の
通
り
︑
こ
の
時
点
で
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
義
勇
軍
に
参
加
す
る
た
め
︑
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
を
後
に
し
て
お
り
︑
実
質
的
代
表
は
︑
前
副
代
表
ド
メ
ニ
コ
・
ミ
ネ
ッ
リ
で
あ
る
︒
こ
の
体
操
大
会
の
様
子
は
︑
翌
日
の
紙
面
で
報
じ

ら
れ
て
い
る㉔
︒
こ
の
記
事
か
ら
は
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
い
く
つ
か
の
戦
略
が
確
認
で
き
る
︒
一
点
目
は
︑
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ

の
肖
像
画
が
販
売
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
合
衆
国
で
英
雄
像
が
確
立
し
て
い
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
人
気
を
利
用
し
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て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
興
行
時
の
肖
像
画
販
売
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
イ
タ
リ
ア
系
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ガ
リ

バ
ル
デ
ィ
の
油
絵
を
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
の
商
業
取
引
所
で
展
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
団
体
が
絵
画
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る㉕
︒
マ
ッ
ラ
ー
ロ
に
よ
る
と
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
様
々
な
画
家
に
絵
の
作
成
を
依
頼
し
て
お
り
︑
そ
の
販
売
利
益
を
ガ
リ
バ
ル
デ

ィ
支
援
に
充
て
て
い
た㉖
︒

二
点
目
は
︑
ド
イ
ツ
系
亡
命
者
と
体
操
選
手
に
よ
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
賛
美
し
た
演
説
や
詩
の
朗
読
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

こ
の
演
説
で
は
︑
亡
命
者
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
︑
ま
た
体
操
選
手
ヒ
ュ
ッ
テ
ル
は
圧
政
に
関
す
る
詩
を
朗
読
し
て
い

る
︒三

点
目
は
︑
演
技
の
技
術
が
非
常
に
高
く
︑
観
衆
を
惹
き
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
︒
当
然
︑
多
く
の
寄
付
を
集
め
る
た
め
に
は
︑
観
客
を
熱

狂
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
実
際
︑
上
記
の
体
操
大
会
に
つ
い
て
の
記
事
に
よ
る
と
︑
体
操
選
手
は
素
晴
ら
し
い
技
術
で
も
っ
て
観
客
を
熱
狂
さ

せ
︑
そ
の
結
果
観
客
が
深
夜
ま
で
会
場
に
と
ど
ま
り
︑
多
く
の
資
金
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る㉗
︒

こ
の
体
操
大
会
の
成
功
は
︑
合
衆
国
で
ド
イ
ツ
系
亡
命
者
が
体
操
を
通
じ
て
︑
ド
イ
ツ
独
立
の
た
め
に
︑
身
体
的
な
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
必
要

性
を
説
い
た
タ
ー
ナ
ー
運
動
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
︒
一
八
四
八
年
に
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
で
最
初
の
タ
ー
ナ
ー
ク
ラ
ブ
が
設
立
さ

れ
て
以
降
︑
そ
の
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
︑
一
八
五
五
年
か
ら
一
八
六
〇
年
の
間
に
は
︑
合
衆
国
で
の
会
員
数
が
一
万
人
を
越
え
た
と
さ

れ
る㉘
︒
つ
ま
り
︑
当
時
人
気
で
あ
っ
た
タ
ー
ナ
ー
運
動
を
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
結
び
付
け
る
こ
と
で
︑
多
く
の
資
金
を
集
め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂
の
要
請
に
応
え
る
た
め
︑
オ
ペ
ラ
興
行
や
体
操
大
会
を
開
催
し
︑
市
井
の
人
々
を
巻
き

込
ん
だ
共
有
の
祝
祭
空
間
を
形
成
し
た
︒
そ
の
中
で
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
や
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
亡
命
者
は
︑
演
説
や
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
題

材
に
し
た
オ
ペ
ラ
︑
体
操
の
演
技
な
ど
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
に
寄
付
を
促
し
た
︒

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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第
三
節

イ
タ
リ
ア
的
活
動
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
活
動
へ

多
民
族
亡
命
者
団
体
と
の
連
帯

本
節
で
は
︑
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
多
民
族
亡
命
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
団
体
︑﹁
諸
国
民
友
愛
委
員
会
T
he
C
om
m
ittee
of
the

F
raternity
of
A
ll
N
ations﹂︵
以
下
﹁
友
愛
委
員
会
﹂︶
と
協
力
す
る
こ
と
で
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支

援
運
動
を
︑
イ
タ
リ
ア
系
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
活
動
の
範
疇
を
越
え
た
活
動
に
昇
華
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂

が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
参
加
し
た
動
機
を
解
明
し
︑
そ
の
展
開
が
イ
タ
リ
ア
系
の
一
方
的
な
要
求
で
は
な
く
︑
互
い
に
利
益
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒

﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
︑
グ
ス
タ
フ
・
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
が
代
表
を
務
め
る
亡
命
者
団
体
で
あ
り
︑
書
記
の
役
職
に
は
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
副
代
表

の
ド
メ
ニ
コ
・
ミ
ネ
ッ
リ
が
就
い
て
い
た
︒
同
団
体
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︑
バ
ワ
リ
ー
街
︑
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ベ
ン
・
ハ
ウ
ス
に
本
部
を
設
置
し
て

い
た
︒﹁
友
愛
委
員
会
﹂
と
の
協
力
関
係
が
始
ま
る
の
は
︑
一
八
六
〇
年
七
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
︑
本
部
に
て
会

合
を
開
き
︑﹁
複
数
の
民
族
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
が
資
金
調
達
の
委
員
会
を
正
式
に
制
定
﹂
し
た㉙
︒

ま
ず
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
の
メ
ン
バ
ー
に
寄
付
者
芳
名
帳
を
委
託
し
た
︒
委
託
さ
れ
た
亡
命
者
は
個
々
人
で
ガ
リ
バ

ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
を
宣
伝
し
た
で
あ
ろ
う
︒
委
託
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
は
Ｇ
・
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
︑
Ｗ
・
コ
ハ
ノ
フ
ス
キ
︑
Ｅ
・
ミ
ネ
ッ
リ
︑
Ｏ
・
ホ

イ
フ
ァ
ー
︑
Ｊ
・
ヴ
ォ
イ
ラ
ー
︑
Ｉ
・
カ
ッ
プ
︑
Ａ
・
ロ
ネ
ー
ラ
︑
Ｗ
・
ソ
ベ
︑
Ｔ
・
レ
ウ
ー
ル
︑
Ｂ
・
シ
ュ
タ
ー
マ
ン
︑
Ｔ
・
ヴ
ィ
ボ
ー
︑

Ｔ
・
グ
ラ
ウ
ベ
ネ
ク
リ
ー
︑
Ａ
・
ア
ル
ボ
ス
︑
Ａ
・
ラ
ツ
ォ
ウ
ス
キ
ー
︑
Ｊ
・
ヴ
ィ
ウ
ド
ム
ラ
ー
︑
Ｇ
・
マ
シ
ョ
ー
︑
Ｅ
・
カ
ッ
プ
︑
Ｒ
・
ア

ネ
ラ
ー
ニ
で
あ
る㉚
︒
こ
の
う
ち
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
と
カ
ッ
プ
は
︑
有
名
な
ド
イ
ツ
系
亡
命
者
で
あ
り
︑
四
八
年
革
命
を
契
機
に
合
衆
国
に
亡
命
し
た

人
物
で
あ
る
︒
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
や
カ
ッ
プ
の
よ
う
に
比
較
的
有
名
な
亡
命
者
だ
け
で
は
な
く
︑
四
八
年
革
命
の
際
に
祖
国
を
追
わ
れ
た
亡
命
者
は

大
勢
い
た
︒
そ
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
革
命
の
失
敗
は
︑
政
治
亡
命
者
を
英
雄
と
し
て
迎
え
入
れ
る
伝
統
を
も
つ
合
衆
国
に
︑
多
く
の
亡
命
者

を
も
た
ら
し
た㉛
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
内
で
︑
ド
イ
ツ
系
住
民
は
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
に
次
ぐ
人
口
を
有
し
て
い
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た
た
め
︑
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
ら
に
寄
付
募
集
の
協
力
を
要
請
し
︑
ド
イ
ツ
系
住
民
を
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
巻
き
込
む
こ
と
は
大
き
な
影
響
力
が
あ

っ
た㉜
︒

先
述
の
通
り
︑
亡
命
者
の
受
け
入
れ
先
と
し
て
機
能
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
︑
頻
繁
に
祖
国
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
民

族
的
な
意
識
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
体
操
協
会
と
密
接
に
結
び
つ
き
︑
試
合
や
体
操
大
会
を
通
じ
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
む
各
民
族
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
感
情
を
盛
り
上
げ
た㉝
︒
前
節
で
述
べ
た
体
操
大
会
も
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
主
催
の
も
の
で
︑
利
益
は
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
へ
と
渡
さ

れ
た
︒
重
要
な
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
民
族
的
団
体
活
動
が
︑
各
々
の
民
族
が
抱
く
︑
祖
国
へ
の
意
識
を
盛
り
上
げ
る
の
と
同
時
に
︑
共
通
の
目

的
を
も
っ
た
他
民
族
に
も
協
力
し
︑
結
託
す
る
意
識
を
各
々
の
民
族
に
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
民
族
を
越
え
た
影
響
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
に
多
く
の
国
か
ら
移
民
や
亡
命
者
が
集
ま
っ
た
点
に
起
因
す
る
︒

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
寄
付
活
動
は
︑
他
民
族
亡
命
者
を
巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
し
た
︒
こ
の
関
係
が
双
方
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
︑
団
体
間
の
利
害
関
係
が
浮
き
彫
り
に
な
る
︒
な
ぜ
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
﹁
イ

タ
リ
ア
協
会
﹂
に
協
力
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
寄
付
を
始
め
る
際
の
決
議
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
︑
イ
タ
リ

ア
系
以
外
の
人
々
が
参
画
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た㉞
︒
実
際
︑
亡
命
者
へ
の
寄
付
者
芳
名
帳
の
委
託
や
︑
体
操
大
会
の
よ
う
な
亡
命
者
に
よ

る
宣
伝
活
動
は
大
き
な
貢
献
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
に
と
っ
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
支
援
す
る
こ
と
が
︑
ど
の

よ
う
な
必
要
性
や
価
値
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
を
支
援
し
た
理
由
と
︑
そ
れ
に

よ
り
得
ら
れ
た
利
益
を
考
え
る
︒

﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
︑
会
合
で
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
参
加
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
後
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
に
手
紙
を
送
っ
た
︒
そ
こ
で
は
ガ

リ
バ
ル
デ
ィ
を
︑
イ
タ
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
で
は
な
く
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
解
放
の
伝
道
者
﹂
と
評
価
し
て
い
る㉟
︒
さ
ら

に
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
が
オ
ハ
イ
オ
州
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
に
あ
る
体
操
協
会
に
対
し
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
求
め
る
手
紙
を
送
っ
て
お
り
︑

そ
の
中
に
も
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
評
価
が
見
て
取
れ
る
︒

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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こ
の
手
紙
で
は
︑
教
皇
と
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
対
立
構
造
の
中
に
︑
自
由
主
義
的
訴
え
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
︑
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
の
体
操
協
会

に
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
へ
の
参
加
を
呼
び
掛
け
て
い
る
︒
加
え
て
︑
圧
政
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
支
援
す
る
団
体
の
設
立
を
主
張
し
︑
そ

の
第
一
歩
と
し
て
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
挙
げ
て
い
る㊱
︒
こ
の
二
つ
の
手
紙
か
ら
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
南
イ
タ
リ
ア
遠

征
の
成
功
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
解
放
を
刺
激
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
と
﹁
友
愛
委
員
会
﹂
の
協
力
関
係
に
は
︑
互
酬
性
が
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
亡
命
者
の
つ
な
が

り
を
利
用
し
て
寄
付
の
宣
伝
や
募
集
を
展
開
し
て
い
た
の
に
対
し
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
遠
征
の
成
功
を
起
爆
剤
と
し
て
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
革
命
運
動
を
広
げ
︑
祖
国
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
こ
の
利
害
関
係
が
︑
亡
命
者
団
体
と
の
協
力
関
係
を
築

き
︑
寄
付
を
展
開
さ
せ
る
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

実
際
︑
先
述
の
体
操
大
会
で
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
の
演
説
を
聞
い
た
新
聞
記
者
は
︑
翌
日
の
記
事
に
﹁
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
氏
は
演
説
で
︑
自
由
の
大
義
は

全
自
由
人
の
活
発
な
団
結
と
共
感
を
ひ
き
つ
け
る
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
氏
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
自
身
の
権
利
と
自
由
を
維
持
す
る
た

め
に
︑
堅
い
意
志
を
も
つ
時
が
来
た
と
考
え
て
お
り
︑
現
在
︑
闘
争
は
イ
タ
リ
ア
に
限
定
的
で
あ
る
が
︑
最
終
的
に
闘
争
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

広
が
る
と
予
想
し
て
い
た㊲
︒﹂
と
記
し
て
お
り
︑
こ
の
記
事
は
﹁
友
愛
委
員
会
﹂
代
表
ス
ツ
ル
ヴ
ェ
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
動
機
を
端
的
に
表

し
て
い
る
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
と
協
力
す
る
こ
と
で
︑
寄
付
活
動
に
対
す
る
多
民
族
の
参
加
を
見
越
し
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑

﹁
友
愛
委
員
会
﹂
は
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
が
広
が
る
こ
と
で
︑
革
命
運
動
が
祖
国
ま
で
波
及
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
亡
命
者
た
ち
は
︑
祖

国
に
革
命
の
火
種
を
持
ち
込
む
た
め
に
寄
付
活
動
に
参
加
し
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
動
き
を
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な

互
酬
性
に
基
づ
い
た
利
害
関
係
が
︑
亡
命
者
と
の
協
力
関
係
の
背
景
に
あ
っ
た
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
亡
命
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
︑
ガ

リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
運
動
は
︑
も
は
や
イ
タ
リ
ア
的
運
動
と
し
て
で
は
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
運
動
に
変
容
し
て
い
た
︒
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-
A
id

for
G
aribaldi’,N
ov.,23,1860.ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
か
ら
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
た

新
聞
記
事
で
あ
る
︒

⑩

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘T
he
M
illion
M
uskets
Subscriptions’,N
ov.,

28,1859.

⑪

例
え
ば
︑
T
he
N
ew
Y
ork
herald,
‘L
etter
from

M
r.
M
inelli
-

Subscriptions
for
G
aribaldi’,Sep.,11,1860
で
は
︑
新
た
に
メ
カ
ニ
ッ
ク
・

バ
ン
ク
の
頭
取
が
寄
付
者
芳
名
帳
を
委
託
さ
れ
て
い
る
︒

⑫

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,
‘G
aribaldi
F
und
-
C
om
m
ittee
of
T
he

F
raternity
of
A
ll
N
ations’,
Jul.,22,1860.

⑬

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ジ
ャ
フ
ィ
ー
﹁
都
市
を
ま
な
ざ
す
ー
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
と
一

九
世
紀
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
視
覚
の
文
化
﹂︑
遠
藤
泰
生
編
﹃
近
代
ア
メ
リ

カ
の
公
共
圏
と
市
民

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
文
化
﹄
東
京
大
学
出
版
︑
二
〇
一

七
年
︑
三
〇
九
-
三
四
二
頁
︒

⑭

A
SN
,M
inistero
degli
A
ffari
E
steri
1734-1875,busta
2415,Società

Italiana.

⑮

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
9,
13,
C
atania:
Italiani

all’E
stero,
A
vezzana
G
iuseppe,
cc.500-513.

⑯

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
9,
13,
C
atania:
Italiani

all’E
stero,
A
vezzana
G
iuseppe,
cc.500-513.

⑰

T
he
N
ew
Y
ork
T
ribune,‘A
cadem
y
of
M
usic
-G
aribaldiF
und’,Jul.,

11,1860.

⑱

M
arraro,‘D
ocum
enti
Italiani’,
pp.34-35.

⑲

T
he
N
ew
Y
ork
T
ribune,‘A
cadem
y
of
M
usic
-G
aribaldiF
und’,Jul.,

11,1860.

⑳

田
中
き
く
代
﹁
祝
祭
空
間
と
一
九
世
紀
型
パ
レ
ー
ド
に
見
る
政
治
文
化

ア
メ

リ
カ
合
衆
国
史
に
お
け
る
研
究
動
向
と
課
題
﹂︑﹃
関
西
学
院
史
学
﹄
三
七
号
︑
二

〇
一
〇
年
︑
七
五
-
七
六
頁
︒

㉑

田
中
き
く
代
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ィ
ー
エ
イ
タ
ー
ズ
研

究
﹂
八
三
-
一
〇
三
頁
︒

㉒

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
9,
13,
C
atania:
Italiani

all’E
stero,
A
vezzana
G
iuseppe,
cc.500-513.

㉓

A
SM
n,
C
arte
G
iuseppe
Finzi,
n.
36,
b.
9,
13,
C
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Italiani

all’E
stero,
A
vezzana
G
iuseppe,
cc.500-513.

㉔

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,
‘G
erm
an
D
em
onstration
in
A
id
of
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G
aribaldi
F
und
-
O
ration,M
usic
and
G
ym
nastic
E
xercises’,A
ug.,31,

1860.
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㉕

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘T
he
M
illion
M
uskets
Subscriptions’,D
ec.,

5,1859.

㉖

M
arraro,
A
m
erican
O
pinion,
pp.285-290.

㉗

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,
‘G
erm
an
D
em
onstration
in
A
id
of
the

G
aribaldi
F
und
-
O
ration,M
usic
and
G
ym
nastic
E
xercises’,A
ug.,31,

1860.

㉘

田
中
き
く
代
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー
テ
ィ
ー
エ
イ
タ
ー
ズ
研

究
﹂
八
三
-
一
〇
三
頁
︒

㉙

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,‘T
he
N
ew
s’,
Jul.,21,1860.

㉚

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,
‘G
aribaldi
F
und
-
C
om
m
ittee
of
the

F
raternity
of
A
ll
N
ations’,
Jul.,22,1860.

㉛

R
iall,
G
aribaldi,
pp.106-115.

㉜

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
下
船
者
デ
ー
タ
に
よ
る
と
︑
一
八
四
七
年
-
一
八
六
〇
年
間

で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
計
一
一
〇
万
七
〇
三
四
人
︑
ド
イ
ツ
系
住
民
は
計
九
七
万

九
五
七
五
人
下
船
し
て
い
る
︒
詳
し
く
は
E
rnst,
Im
m
igrant
L
ife,
p.188.

㉝

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
亡
命
者
︑
移
民
の
生
活
に
つ
い
て
は

E
rn
st,

Im
m
igrant
L
ife
を
参
考
に
し
た
︒
民
族
意
識
と
団
体
に
つ
い
て
は
第
十
一
章

を
参
照
︒

㉞

T
he
N
ew
Y
ork
T
im
es,
‘A
M
illion
of
M
uskets
for
G
aribaldi

M
eeting
of
the
Italians’,
N
ov.,09,1859.﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
発
足
時
の

会
議
で
︑
四
つ
の
決
議
を
定
め
た
︒
そ
の
う
ち
︑
三
か
条
目
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

イ
タ
リ
ア
系
に
対
す
る
支
援
を
要
請
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
四
か
条
目

で
は
参
加
を
望
む
い
か
な
る
人
々
に
対
し
て
も
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
︒

㉟

M
arraro,‘D
ocum
enti
Italiani’,
p.38.

㊱

T
he
C
leveland
M
orning
L
eader,‘A
id
to
G
aribaldi’,
Sep.,5,1860.

㊲

T
he
N
ew
Y
ork
H
erald,
‘G
erm
an
D
em
onstration
in
A
id
of
the

G
aribaldi
F
und
-
O
ration,M
usic
and
G
ym
nastic
E
xercises’,A
ug.,31,

1860.

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
展
開
し
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
運
動
を
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
の
実
地
活
動
か
ら
検
討
し
た
︒
合
衆
国
の

人
々
が
亡
命
者
︑
外
交
官
︑
新
聞
社
の
特
派
員
を
通
じ
て
イ
タ
リ
ア
半
島
の
出
来
事
を
認
識
し
︑
思
想
的
共
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
先
行
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
︒
新
聞
記
事
や
論
考
を
通
じ
て
の
思
想
的
な
ア
ピ
ー
ル
が
︑
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
対
し
︑
本
稿
で
は
亡
命
行
為
を
︑
亡
命
者
間
で
交
わ
さ
れ
た
思
想
の
交
換
と
い
っ
た
知
的
経
験
と
し
て

だ
け
で
な
く
︑
日
常
的
実
践
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
目
指
し
た
︒
そ
の
際
︑
本
稿
で
使
用
し
た
﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文

書
﹂
は
︑
今
ま
で
亡
命
者
の
著
作
を
も
と
に
行
わ
れ
た
︑
知
的
活
動
と
し
て
の
亡
命
研
究
を
相
対
化
す
る
た
め
に
有
益
な
史
料
群
で
あ
っ
た
こ
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と
が
諒
解
さ
れ
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
亡
命
者
の
残
し
た
著
作
は
︑
い
わ
ば
亡
命
者
の
﹁
理
想
﹂
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
で
あ
る
の
に
対

し
て
︑
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
は
︑
亡
命
者
が
亡
命
先
で
活
動
す
る
際
に
直
面
し
た
︑﹁
現
実
﹂
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
史
料
で
あ
っ
た
︒

﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
代
表
ア
ヴ
ェ
ッ
ツ
ァ
ー
ナ
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
も
つ
︑
自
由
に
対
す
る
賛
同
の
素
地
を
察
知
し
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ

の
寄
付
募
集
活
動
に
︑
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
人
々
が
参
加
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は

以
下
の
よ
う
な
実
地
活
動
を
行
っ
た
︒
ま
ず
﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
︑
寄
付
活
動
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
新
聞
記
事
の
発
行
︑
寄

付
者
芳
名
帳
の
委
託
に
よ
っ
て
市
井
の
人
々
が
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
認
識
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
ま
た
︑﹁
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
基
金
﹂

か
ら
寄
付
募
集
の
さ
ら
な
る
展
開
を
要
請
さ
れ
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
は
文
化
興
行
も
実
施
し
た
︒
加
え
て
︑
複
数
の
民
族
で
構
成
さ
れ
る

﹁
友
愛
委
員
会
﹂
と
の
協
働
は
︑
民
族
の
垣
根
を
越
え
た
寄
付
拡
大
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
と
の
協
力
関

係
は
︑﹁
イ
タ
リ
ア
協
会
﹂
側
か
ら
の
一
方
的
な
要
請
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑﹁
友
愛
委
員
会
﹂
側
に
も
利
益
が
あ
る
互
酬
性
を
も
っ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
を
越
え
た
視
座
を
も
つ
こ
と
で
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
︑
自
由
の
連
帯
と
い
う
側
面
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒

最
後
に
︑
本
稿
で
は
語
れ
な
か
っ
た
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
も
補
足
し
た
い
︒
そ
れ
は
︑
合
衆
国
南
部
奴
隷
州
で
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に

つ
い
て
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
地
域
を
限
定
し
て
論
を
展
開
し
た
が
︑
南
部
主
要
都
市
で
あ
る
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
お
い

て
も
︑
同
様
に
イ
タ
リ
ア
系
住
民
に
よ
る
寄
付
募
集
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
︒
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
︻
図
︼
を
参
照
す
る
と
︑
ニ
ュ
ー
オ
ー

リ
ン
ズ
の
寄
付
金
が
︑
合
衆
国
の
中
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
次
ぐ
寄
付
金
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
フ
ィ
オ
レ
ン

テ
ィ
ー
ノ
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
活
動
を
︑
北
部
都
市
の
み
で
展
開
す
る
自
由
主
義
の
動
き
と
し
て
評
価
し
︑
奴
隷
制
を
支
持
す
る
ニ
ュ
ー

オ
ー
リ
ン
ズ
で
展
開
し
た
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
活
動
は
︑
イ
タ
リ
ア
系
亡
命
者
の
多
さ
を
要
因
と
す
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
例
と
し
て
扱
っ
て
い

る①
︒
し
か
し
︑
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
は
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ア
ヴ
ェ
ー
ニ
ョ
と
い
う
人
物
主
導
の
下
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
募
集
活
動
が
展

開
さ
れ
て
い
た
︒
主
体
は
イ
タ
リ
ア
系
住
民
で
あ
る
が
︑﹁
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
フ
ィ
ン
ツ
ィ
関
連
文
書
﹂
を
調
査
し
た
結
果
︑
イ
タ
リ
ア
系
以
外

ニューヨークの「イタリア統一運動」（林）
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の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
住
民
が
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
へ
の
寄
付
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
た
︒
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
南
部
奴
隷
州
住
民

が
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
は
︑
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
支
援
を
反
奴
隷
制
に
の
み
結
び
付
け
る
一
面
的
な
理
解
の
再
考
を
要

す
る
が
︑
こ
の
分
析
は
別
稿
を
期
し
た
い
︒

①

F
iorentino,
G
li
Stati
U
niti,
pp.144.

︻
付
記
︼
本
稿
で
用
い
た
ナ
ポ
リ
国
立
文
書
館
の
史
料
は
︑
平
成
三
十
年
度
︵
公
財
︶
京
都
大
学
教
育
研
究
振
興
財
団
の
在
外
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶

68 (756)



places of exile in a specific jurisdiction, and this secured more than twice as

many locations than in the previous version.

The establishment and revisions of the chart of exiles aimed to realize

exact exile distances based on legal fairness, and reflected a consideration of

the reality faced by local governments that had to manage criminals in

places of exile. We can see here the characteristics of the penal system in

the Qing era: the fact that criminals were sent not to distant frontier areas,

but dispersed within China proper according to the system of distance-

based exile and the actual problems derived from it.

Key Words ; Chart for the Five Military Exiles, Chart for the Three Exiles,

distance-based exile, exile punishments,

punishment system in the Qing dynasty

Aid for the Garibaldi Movement in New York:

Practices of Italian Exiles and Their Linkages

by

HAYASHI Takahiro

Among the multiple aspects of the Risorgimento, little is known about its

transnational character. Tracing the path of the subscription movement for

Giuseppe Garibaldi by Italian exiles in New York during 1859-1860, this

study sheds more light on these events from a circum-Atlantic perspective.

In the United States, many politicians, merchants, and religious leaders

observed the politic trends in Italy according to their self-interest; namely, to

the Americans, the upheaval across the ocean was seen at the same time as

an important affair in their own history.

During the period in the United States when the crisis over slavery

threatened the union, New York witnessed the unfolding of political

activities by the Italian exiles. As regards donations collected for the

unification of the peninsula, the subscriptions for Giuseppe Garibaldi, whose

global fame as a champion of liberty had already become unshakable, had

grown into a large sum.

In his latest work on the comparative history of the two countries, Daniele

Fiorentino has emphasized that in a broad sense the liberty advocated in

( 815 )



Garibaldi's expedition was linked with Abolitionism in the North. Historians

have consistently supported this view and by analyzing the ideology of the

Italian exiles and contemporary American intellectuals have characterized

Garibaldi's campaign as within the broad movement for liberty in the 19th

century.

The scholarship has certainly paid attention to the substance of the

movement, but Fiorentino and his associates have focused mainly on the

history of thought in this era and less on the concrete efforts of those who

actively participated in collecting subscriptions and donations. To put it

another way, it is still unclear who participated in this endeavor and how

Italian exiles collected funds. In this sense, addressing the roles and

activities implemented by Società Italiana (Italian Society) in creating a fund

to raise money for Garibaldi, turns the spotlight on unexplored aspects of the

campaign.

This paper reveals two strategies of the Società Italiana: publicity and

cooperation. First, by investigating the advertisements purchased by the

Società Italiana in major newspapers in New York, this study clarifies the

publicity strategy and the specific ways they raised funds in the U.S. The

fund regularly issued a list of contributors and the amount of each donation

to demonstrate to the people of the city how the project was progressing.

Furthermore, the Società Italiana held various charity shows such as Operas

performed by Italian singers and exhibitions of gymnastics by Germans were

also a significant part of their support. These performances were great

successes, collecting large sums of money for the cause.

Second, the cooperation between Italian exiles and people of other ethnic

groups was of crucial importance. The amount of aid offered by German

exiles and settled residents to the fund was remarkable: they established a

temporary committee to appeal for funds and requested those of German

descent in other American cities to supply the Italians with funds. German

exiles were convinced that with their assistance the Italian cause would be

more easily accomplished and that the wave of revolution would reach their

Vaterland. The movement to support Garibaldi was not confined to his

compatriots, but rather involved large numbers of the inhabitants of New

York regardless of their national origin.

Key Words ; Risorgimento, Transnational, Garibaldi, Italian Immigrants, Exile
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