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公
教

育
か
ら
み
る

イ

ン

ド

の

セ

キ
ュ

ラ

リ
ズ

ム

　

ー
歴

史
教
科
書
の

検
討

澤

　
田

　
彰

　
宏

　

近
代
国
民
国
家
に

お
け
る
政
教
関
係
で

あ
る

セ

キ
ュ

ラ

リ
ズ

ム

は

西
欧

起
源
の

概
念
で

あ
る

が、

現
在
多
く
の

国
々

で

採
用
さ

れ
る

に
あ
た

り、

そ
れ
ぞ
れ
の

国
家
の

歴
史
と
文
化
が

反
映
さ
れ

る

こ

と
で
、

そ
の

内
実
は

全

く
同
一

の

も
の

で

は

な
く
な
っ

て

い

る
。

イ

ン

ド
で

は
、

イ
ギ

リ
ス

支

配
か
ら
の

独
立
時
か
ら
セ

キ
ュ

ラ

リ
ズ

ム

は

国
是
で

あ
る
が
、

一

九

九
八

年
に

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ
ム

勢
力
の

政

党
（

イ
ン

ド

人

民

党）

が

政
権
を
と

っ

て

い

る
。

そ
の

影
響
は

さ

ま

ざ
ま

に
現
れ、

国
立

機

関
発
行
の

歴
史
教

科
書
へ

の

介
入
も
そ
の

ひ

と
つ

で

あ
っ

た
。

し
か

し一
．

○

〇
四

年
に
は
、

独
立
以
来
セ

キ
ュ

ラ

リ
ズ

ム

を

党
是
と

す
る
イ

ン

ド

国

民
会
議
派
が
政
権
に

返
り
咲
き

、

歴

史
教
科
書
も

新
た

な
も
の

が

出
版
さ

れ

た
。

本
発
表
で

は、

こ

の

二

つ

の

時
期
の

歴

史
教
科
書
を

比
較
検
討
す

る

こ

と

に
よ

り、

セ

キ
ュ

ラ

リ

ズ

ム

と
コ

ミ
ュ

ナ

リ

ズ

ム

（

宗
派
主

義
）

の

対
立
に

お
い

て

イ
ン

ド

史
と

し

て

は

何
が

争
点
と
な
る

の

か
を

探
り

、

そ

こ

か

ら
教
育
さ
れ
る

べ

き
イ

ン

ド

の

セ

キ
ュ

ラ

リ

ズ

ム

と
は

ど
の

よ

う

な

も
の

で

あ
る

か

を
考
察
す
る

。

　
イ

ン

ド

人
民
党
政
権
時
の

歴

史
教

科
書
（

A
と

す
る
）

に

は
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

勢
力
が

主

張
す
る

歴
史

観
が

あ
る

程
度
反
映
さ

れ
て

い

る
。

そ
れ

は
、

イ

ン

ダ

ス

文
明
期
さ

ら
に

は

そ

れ

以

前
に

も
さ

か

の

ぼ

る

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

伝
統、

古
代
に

実
現
し
て

い

た

理

想
的
社
会

、

中

阯
の

イ

ス

ラ

ー

ム

勢
力
は

そ

の

よ

う
な
社
会
を

破
壊
す
る

侵
略
者、

な

ど
で

あ
る

。

さ
ら

に
、

近
代
の

植
民
地

期
は

独
立
へ

の

イ

ン

ド

人
の

闘

争

の

歴
史
で

あ
り、

ガ

ン

デ
ィ

ー

の

非
暴
力
運
動
だ

け
で

な
く

武
力

闘
争
へ

の

評
価
も
伺
え、

印
パ

分
離
独
立
の

原
因
は

あ
く
ま
で

ム

ス

リ

ム

が

分
離

主

義
者
で

あ
っ

た

た
め、

な
ど

で

あ
る

。

そ
の
一

方、

現
実
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

杜
会
に

内
在
し
て

い

る

問
題
で

あ
る

カ

ー

ス

ト
差
別
や

女

性
差

別
な
ど

の

問
題
は

教
科
書
で

は

触
れ
ら
れ
ず、

読
者
に

は

見
え
な
い

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

　

イ
ン

ド

国
民
会
議
派
政
権
時
に
出
版
さ
れ

た

教
科
書
（
B
と

す
る
）

で

は
、

A
の

よ

う
に

政
治
的
事
項
を
中
心
に

直
線
的
に

叙
述
す
る

ス

タ

イ
ル

を
と

ら
ず、

多．
少
の

年
代
の

前
後
が
あ
っ

て

も、

テ

ー

マ

別
の

章
立

て

と

す
る

こ

と

で

〔
例
え
ば

「

織、

鉄
精
錬
工

、

工

場
主
」

と

い

う
章
や、

マ

イ

ノ

リ
テ

ィ

で

あ
る

ト
ラ

イ

ブ
に

つ

い

て
一

章
を

あ
て

る

な
ど
）
、

そ
れ

ぞ
れ
の

問
題
を

多
面
的
に

み
る

よ

う
な

叙
述
を

試
み
て

い

る
。

そ
の

上

で

A
で

の

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
至
上

主

義
的
な

方
向
か

ら

歴
史
を
引
き
戻
そ
う
と

し

て

い

る
。

そ

れ

は

例
え
ば
、

占
代
に

は

カ

ー

ス

ト

（

ヴ
ァ

ル

ナ）

制
を

バ

ラ

モ

ン

階

層
が

構
築
し

た
が
、

そ
れ
に

対
し

て

は

反

発
も
あ
っ

た
こ

と
、

中
世
に

カ

ー

ス

ト

（
ジ

ャ

！

テ

ィ
）

が
成
立
し

て

き
た

こ

と
、

イ

ス

ラ

ー

ム

勢
力
に

よ

る

略
奪
破
壊
の

事
実
は

あ
る

が

宗
教
的
侵
略
が
目

的
で

は

な
い

こ

と
、

近

代
で

は
、

ム

ス

リ

ム

連
盟
は
単
な
る

分
離
主

義
者
で

は

な

く、

独
立
に

至
る

現
実
の

政

治
過
程
で

み

ず
か
ら

の

要．
求
実
現
の

た

め

パ

キ

ス

タ

ン

建
国
に

至
っ

た

こ

と
な
ど
で

あ
る

。

さ

ら
に

は
、

カ

ー

ス

ト

や

女
性
問
題
で

は

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
内
部
か
ら
も
改

革
運

動
が

あ
っ

た
こ

と

な
ど
が

詳
述
さ
れ
る

。

重

要
な
の

は
、

政
治
的
問
題
に

関
わ
る

点
に

つ

い

て

は
言

及
を
避
け
（
ア

ー

リ

ヤ

人
の

イ
ン

ド
進
出
の

時

期
、

ア

ヨ

ー

デ

イ

ヤ

ー

の

モ

ス

ク
、

ガ

ン

デ

ィ

ー

暗
殺

者
の

党
派）

、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

を
直

接
批
判

す
る

よ

う
な
記
述
を
せ

ず
、

ま
た
宗

教
コ

ミ
ュ
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ニ

テ

ィ

間
で

の

優
劣
を
つ

け
る

よ

う
な

書
き
方
は

し

な
い

な
ど、
（
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
の

社
会

問
題
に

は

厳
し
い

が
）

叙
述
に

お
い

て

価
値
的
序
列
化

を
避
け
て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

　

教
科
書
の

検
詞
か

ら
は
、

イ
ン

ド
で

セ

キ
ュ

ラ

リ

ズ
ム

を

実
現
す
る
た

め
の

歴
史
教

科
書
の

あ
り

方
と
は

、

イ
ン

ド

社
会
・

文

化
で

は

ヒ

ン

ド
ゥ

i
教
伝
統
の

み

が

正

統
な
の

で

は

な

く
多
種
多
様
な
宗

教
や

生

活
習
慣
を

も
つ

人
々

が

存
在
し
、

せ

め

ぎ

あ
い

は

あ
っ

て

も
そ

れ
ぞ

れ
の

立
場
や

理

由
が

あ
る

こ

と
を

示
し

、

優
劣
化
や

批
判
は

避
け

、

中
立
を

保
つ

た

め
に

は

あ
え
て

言
及
も
し

な
い

と

い

う
方
法
も
と

る

こ

と

が
わ

か
る

。

つ

ま

り、

イ

ン

ド
で

は

宗
教
の

公
的
領
域
か

ら

の

排
除
で

は
な

く
、

諸
宗
教
を

多
面
的
視
点
で

見
て
、

そ

れ
ぞ

れ
を

等
価
値
の

存
在
で

あ
る

と

す
る

セ

キ

ュ

ラ

リ

ズ
ム

が
要
請
さ
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

ケ
ベ

ッ

ク
の

「

倫
理
・

宗
教
文
化
」

　
「

宗
教
」

の

位
置

教
育
に

お

け
る

伊
　
達

　
聖

　
伸

　
カ

ナ

ダ

の

ケ
ベ

ッ

ク

州
で

は
、

一

九
六
〇
年
代
の

「

静
か

な
革
命
」

以

降
の

大
き
な
社
会
変
動
の

な
か
で、

宗
教
の

あ

り
方
が

変
わ

っ

て

き
た

。

州
政
府、

教
会、

家
庭
の

関
係
が
再
編
さ
れ
る

な
か、

学
校
教
育
の

役
割

も
変
化
し
て

き
た

。

一

九
八
〇

年
代
に

は、

カ

ト
リ
ッ

ク
と

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

ト
の

宗
派
教
育
の

選
択
制
に、

非
宗
教
的
な
道
徳
教
育
が
加
わ

り、

二

〇
〇
〇

年
前
後
か
ら
は

、

ラ

イ
シ

テ

に

基
づ

く

統
一

科
目
と

し
て

の

宗
教

文
化
教
育
の

あ
り

方
が

模
索
さ

れ
て

き
た

。

そ
し

て、

二

〇
〇
八
年
の

新

学

期
か
ら

は
、

ケ

ベ

ッ

ク

の

す
べ

て

の

小

中

学
校
で

「

倫
理
・

宗

教
文

化
」

の

授
業
が
必
修
と

な
っ

て

い

る
。

　
「

ラ

イ
シ

テ
」

は

し
ば

し
ば
フ

ラ

ン

ス

独
特
の

厳

格
な

政
教

分
離
と

考

え
ら
れ
て

い

る

が
、

ケ
ベ

ッ

ク
の

ラ

イ

シ

テ

は

フ

ラ

ン

ス

の

そ
れ
と

は
趣

を

異
に

し、

公
共
空
間
に

お
け
る

宗
教
を
積
極
的
に

承
認
す
る

用
意
が
あ

る

し
、

学
校
教
育
の

な
か
で

も
宗
教
を
文
化
と

し
て

教
え
よ

う
と
し
て

い

る
。

ま
た

そ
れ

は
、

倫
理
と

い

う
規
範
性
と

も
リ
ン

ク

し
て

い

る
。

　

本
発
表
で

は、

倫
理
や

宗
教
と

い

う
価
値
に

ま
つ

わ
る

主
題
が

、

教
科

書
で

い

か

に

扱
わ

れ
て

い

る

の

か
を
分
析
す
る

。

と

り
わ

け
、

輪
郭
を
確

定

す
る

こ

と
が

非
常
に

困

難
な

宗
教
と

い

う

現
象
が

、

ど
の

よ

う
な
形
で

と

ら
え
ら

れ

て

い

る

の

か
と
い

う
点
に

注
意
を
払

う
。

倫
理
や

宗
教
の

扱

わ

れ
方
は

、

従
来
の

「

道

徳
・

宗
教
」

の

教

科
書
と
ど

う
異
な
っ

て

い

る

の

だ
ろ

う
か

。

そ
こ

に

は
、

断
絶
だ
け
で

な

く
、

＝
疋

の

（

逆

説
的
な
）

連

続
性
も
あ
る

の

だ
ろ

う
か

。

　
た

と

え
ば

有
名
な
「

よ

き
サ

マ

リ

ア

人
」

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

が
、

カ

ト

リ

ッ

ク
の

教
科
書
と

倫
理
・

宗
教
文
化
の

教
科
書
で

ど

の

よ

う
に

取
り
上

げ

ら

れ
て
い

る
か
を

比
べ

て

み
よ

う
。

前
者
に

お

い

て

は
、

明
示
的
な
規
範

性
が
打
ち
出
さ
れ
て

い

る

が、

後
者
の

叙
述
は
、

説
明
的
な
地
平
に

留
ま

っ

て

い

る
。

そ

れ
で

も、

生
徒
が
そ
こ

か

ら

行
動
指
針
を
引
き
出
し
て

く

る

こ

と

が
で

き
る

可
能
性
は

残
さ
れ
て

い

る
。

　
「

宗
教
」

と

「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

の

関

係
も
興
味

深
い

。

先
住

民
の

宗
教
的

実
践
は、

近

代
西
洋
的
な
「

宗
教
」

概
念
に

馴

染
み

に

く
い

た

め
か、

し
ば
し
ば
「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

と
称
さ
れ
る

。

そ

れ
を

「

宗
教
」

に

組
み
込
む

傾
向
と

、

「

宗
教
」

か

ら
区

別
し
よ

う
と

す
る

傾

向

が、

教

科
書
に

は

見
ら
れ
る
の

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
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