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本
書
は
、
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
国
々
に
お

い
て
、
脱
植
民
地
化
後
に
形
成
さ
れ
た
政
治

体
制
が
、
な
ぜ
一
部
で
は
民
主
制
に
な
り
、

他
の
国
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
独
裁
に

な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
一
六
人
も
の
我
が
国
の

一
級
の
地
域
研
究
者
が
執
筆
者
に
名
を
連

ね
、
索
引
や
付
表
も
入
れ
て
五
〇
〇
ペ
ー
ジ

を
超
え
る
こ
の
大
著
の
全
体
像
を
捉
え
る
た

め
、
ま
ず
、「
は
じ
め
に
」
と
序
章
で
編
者

が
説
明
し
て
い
る
分
析
枠
組
み
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

自
治
制
度
、
王
室
、
解
放
運
動

　

編
者
の
粕
谷
は
、
民
主
化
を
研
究
し
た
古

典
で
あ
る
バ
リ
ン
ト
ン
・
ム
ー
ア
の
『
独
裁

と
民
主
主
義
の
社
会
的
起
源
』
を
「
乗
り
越

え
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
、
と
し
て
い
る
。

ム
ー
ア
は
「
民
主
化
を
促
し
た
要
因
と
し
て

商
業
資
本
家
層
の
台
頭
と
い
う
社
会
構
造

上
の
要
因
を
重
視
し
た
」。
し
か
し
本
書
は
、

副
題
が
示
す
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
場
合
、「
歴

史
上
の
制
度
と
運
動
が
重
要
で
あ
る
」
と
主

張
す
る
。
本
書
に
お
け
る
「
歴
史
上
の
制
度

と
運
動
」
と
は
、
自
治
制
度
、
王
室
と
い
う

二
つ
の
制
度
と
、
解
放
運
動
を
指
す
。
そ
し

て
植
民
地
時
代
か
ら
の
こ
れ
ら
の
あ
り
方
の
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違
い
が
、
脱
植
民

地
化
後
に
、
各
国

に
お
い
て
異
な
る

タ
イ
プ
の
政
治
体

制
の
成
立
に
つ
な

が
っ
た
、
と
い
う

議
論
を
展
開
し
て

い
る
。

　

そ
し
て
本
書
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
条

件
の
組
み
合
わ
せ

で
、
八
つ
の
体
制

帰
結
を
予
測
し
て

い
る
（
表
参
照
）。

「
現
地
人
の
有
権

者
か
ら
選
挙
で
選

ば
れ
た
政
治
家
が

構
成
す
る
議
会
に

お
い
て
選
ば
れ
た

首
相
や
、
直
接
選

ば
れ
た
大
統
領
を

通
じ
て
、
あ
る
程
度
自
立
的
な
政
策
決
定
が

な
さ
れ
」
る
と
い
う
意
味
で
の
自
治
制
度
が

有
っ
た
か
無
か
っ
た
か
。
王
室
が
実
質
的
な

政
治
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
（
強
い
王

室
権
限
）、
名
目
上
は
存
在
し
て
も
儀
礼
的

な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
王

室
制
度
自
体
が
な
い
、
あ
る
い
は
廃
絶
さ
れ

て
い
る
か
（
弱
い
王
室
権
限
）。
さ
ら
に
解

放
運
動
に
つ
い
て
は
、
武
力
闘
争
を
伴
わ
な

い
形
で
独
立
を
目
指
す
穏
健
な
も
の
か
、
ゲ

リ
ラ
戦
な
ど
の
武
力
闘
争
を
通
じ
て
独
立
を

目
指
す
急
進
的
な
も
の
か
―
―
こ
れ
ら
の
条

件
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
民
主
制
、
王

政
、
個
人
支
配
、
政
党
支
配
と
い
っ
た
体
制

に
帰
結
す
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
、
と
い
う

分
析
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。

　

序
章
で
は
、
こ
の
分
析
枠
組
み
の
紹
介
と

共
に
、
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
国
・
地
域
の

一
七
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
分
析
枠
組
み

と
仮
説
に
従
っ
て
整
理
さ
れ
、
ど
の
国
の
実

際
の
体
制
帰
結
が
こ
の
枠
組
み
に
よ
る
予
測

表　制度と運動からみた脱植民地期アジアの政治体制形成

出所：本書第Ⅰ部、第Ⅱ部の各章をもとに編著者作成（本書３６～３７頁）。掲載に際し、編集部が一部デザインを変更した。

タイプ

条件

理　由制度 運動
予測される
体制帰結

予測に沿う事例 予測とは異なる事例

自治制度 王室権限 解放運動

1

２

３

４

５

６

７

８

急進  

急進  

急進  

急進  

有 強

有

有

強

強

強

弱

穏健

穏健

穏健

穏健

有 弱

弱

民主制また
は王政

政治家と王族の融合
が進めば民主制、対
立すれば王政

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

タイ（寡頭支配）

ラオス（民主制）
カンボジア（王政）

民主制 政治家が主導する独立

日本
フィリピン
マレーシア
インド
スリランカ

ビルマ

韓国（個人支配）
パキスタン（寡頭支配）

無

無

無

弱無

王政 王族が主導する独立

個人支配 活動家が主導する独立
南ベトナム インドネシア（民主制）

台湾（政党支配）

政党支配 共産党が主導する独立
中国
北朝鮮
北ベトナム
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に
合
致
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
し
て
い
な

い
か
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。

　

続
く
第
一
部
は
、
こ
の
分
析
枠
組
み
を
踏

ま
え
つ
つ
、
脱
植
民
地
化
後
に
民
主
制
を
採

用
し
た
事
例
（
日
本
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
、
ラ
オ

ス
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
）

に
つ
い
て
、
植
民
地
時
代
か
ら
独
立
後
最
初

の
政
体
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
状
況
に
つ
い

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
部
は
独
裁
を

採
用
し
た
国
・
地
域
（
韓
国
、
北
朝
鮮
、
台

湾
、
中
国
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
）
に
つ
い
て
、
同
様
の
観
点
か
ら
の
事
例

研
究
が
並
ぶ
。

「
多
様
性
」
に
甘
ん
じ
な
い
分
析
姿
勢

　

あ
え
て
先
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
だ

が
、
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
全
て
の
事
例

に
つ
い
て
、
予
測
と
現
実
が
ぴ
っ
た
り
合
っ

て
い
る
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
自
治
制
度
が
あ
り
、
王
室
権
限
が
弱

く
、
か
つ
解
放
運
動
が
穏
健
な
ら
ば
個
人
支

配
型
の
独
裁
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
本

書
の
予
測
な
の
だ
が
、
そ
の
条
件
に
該
当
す

る
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
実
際
は
独

立
後
に
民
主
制
を
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に

本
書
が
示
し
た
予
測
と
現
実
が
合
致
し
て
い

な
い
事
例
は
五
つ
ほ
ど
あ
る
。

　

ま
た
解
放
運
動
が
穏
健
か
急
進
的
か
、
と

い
う
条
件
が
、
政
治
体
制
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
て
い
る
の
か
が
見
え
に
く
い
。
そ

れ
は
、
他
の
二
つ
の
条
件
が
同
じ
で
、
解
放

運
動
の
あ
り
方
だ
け
が
異
な
っ
て
い
て
も
、

予
測
さ
れ
る
体
制
帰
結
が
同
じ
だ
と
す
る
場

合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
自
治
制
度

が
「
有
」
で
、王
室
権
限
も
「
強
い
」
場
合
、

解
放
運
動
が
穏
健
で
も
急
進
的
で
も
予
測
さ

れ
る
体
制
帰
結
は
「
民
主
制
ま
た
は
王
政
」

で
あ
る
と
い
う
。
ど
ち
ら
に
な
る
か
は
政
治

家
と
王
族
の
融
合
が
進
む
か
対
立
す
る
か
に

よ
る
と
い
う
。
前
者
で
あ
れ
ば
民
主
制
で
、

後
者
で
あ
れ
ば
王
政
に
な
る
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
と
な
る
と
、
政
治
家
と
王
族
の
融
合

あ
る
い
は
対
立
を
決
定
づ
け
る
条
件
が
何
な

の
か
が
知
り
た
く
な
る
。

　

ま
た
第
一
部
、
第
二
部
の
各
国
の
事
例
研

究
を
読
む
と
、
国
に
よ
っ
て
は
冷
戦
の
影
響

や
一
国
内
に
お
け
る
地
域
ご
と
の
多
様
性
な

ど
、
本
書
の
分
析
枠
組
み
で
提
示
さ
れ
た
以

外
の
要
素
が
大
き
く
規
定
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
気
に
な
る
点

は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
書
は
非
常
に
貴
重

な
論
点
や
視
点
を
提
示
し
、
知
的
刺
激
を
掻

き
立
て
る
。
ま
ず
、
本
書
は
、
ア
ジ
ア
の
民

主
制
や
独
裁
制
の
「
起
源
」
に
つ
い
て
、
多

様
性
に
満
ち
た
各
国
ご
と
の
経
験
を
、
分
析

枠
組
み
と
事
例
研
究
の
両
輪
で
も
っ
て
比
較

し
つ
つ
、
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
知
的

冒
険
を
試
み
て
い
る
。

　

編
者
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
世
界
的

に
み
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
に
比
べ
る
と
、
比
較
政
治
学
で
ア
ジ
ア
を
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扱
う
事
例
研
究
は
少
な
い
一
方
で
、
ア
ジ
ア

地
域
研
究
に
お
い
て
は
、
各
国
ご
と
の
豊
富

な
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
一
つ

の
枠
組
み
で
比
較
し
て
分
析
す
る
と
い
う
志

向
が
薄
か
っ
た
。そ
れ
は
、ア
ジ
ア
は「
多
様
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
思

う
。
し
か
し
な
が
ら
本
書
は
そ
う
し
た
「
多

様
な
」
ア
ジ
ア
に
お
い
て
政
治
制
度
を
決
定

づ
け
る
重
要
な
時
期
に
つ
い
て
、
あ
え
て
一

定
の
分
析
枠
組
み
を
当
て
は
め
、
そ
の
差
異

を
構
造
的
か
つ
理
論
的
に
把
握
し
よ
う
と
し

て
お
り
、
前
述
の
問
題
は
あ
れ
ど
も
、
こ
の

試
み
は
、
ア
ジ
ア
の
政
治
発
展
に
関
す
る
研

究
の
深
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
そ
の
対
象
は
、
東
ア
ジ
ア
・
東

南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
と
広
い
。
そ
し
て

一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
を
対
象
と
し
た
分
析

は
、
そ
の
前
後
の
時
代
と
比
べ
る
と
研
究
の

蓄
積
が
手
薄
で
あ
り
、
研
究
史
上
の
意
義
も

大
き
い
。ま
た
分
析
枠
組
み
を
共
有
し
つ
つ
、

各
国
個
別
の
重
要
な
出
来
事
や
背
景
は
し
っ

か
り
と
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
各
国
ご
と
の

事
例
研
究
は
一
般
読
者
に
も
読
み
や
す
い
内

容
と
な
っ
て
い
る
。よ
っ
て
読
者
と
し
て
は
、

自
分
が
興
味
の
あ
る
国
に
つ
い
て
の
章
を
拾

い
読
み
す
る
と
い
う
楽
し
み
方
も
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
文
脈
で
日
本
を
考
え
る

　

最
後
に
、
分
析
対
象
の
中
に
日
本
を
加
え

た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
い
ま
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
足
跡
を
評

価
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、「（
先
進
国

の
中
で
唯
一
欧
米
で
は
な
い
）
例
外
と
し
て

の
日
本
」
で
は
な
く
、「
ア
ジ
ア
の
中
の
日

本
」
と
い
う
視
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
多
く
の
日
本
人
が
、「
例
外
と
し
て
の
日

本
」
と
い
う
見
方
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
、

近
現
代
史
に
お
け
る
欧
米
と
の
比
較
に
の
み

力
点
を
置
く
が
ゆ
え
に
、
ア
ジ
ア
の
中
に
日

本
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
日
本
を
ア
ジ
ア
の
一

事
例
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
が
欠
け
が

ち
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
自
意
識
は
と

も
か
く
、
日
本
は
欧
米
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア

の
一
国
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
政

治
体
制
の
多
様
性
の
起
源
を
理
解
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
日
本
を
そ
の
一
角
に
加
え
る
べ
き

な
の
は
、
む
し
ろ
当
然
な
の
で
は
な
い
か
。

本
書
で
は
日
本
に
つ
い
て
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
占
領
期
を
植
民
地
期
に
相
当
す
る
と

し
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
も

い
ろ
い
ろ
と
意
見
は
あ
ろ
う
が
、
物
事
を
一

般
化
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
こ
う
し
た
想
定

は
必
要
で
あ
り
、
事
例
研
究
の
結
果
と
し

て
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
比
較
可
能
な
知
見
が
得

ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

ア
ジ
ア
各
国
・
地
域
の
政
治
的
発
展
の
過

程
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
定
の
枠
組
み

の
中
で
比
較
研
究
を
行
う
の
は
極
め
て
難
し

い
。
し
か
し
本
書
は
、
こ
の
困
難
な
課
題
に

果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
研
究
の
成
果
で
あ

り
、
ぜ
ひ
一
読
を
勧
め
た
い
。
●




