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Abstract

Late in his l i fe, PopeJohn Paul I I  remarked that the biggest enemy of rel igion is ethical relat ivism. Is rel igion

in especially grave danger today as value systems undergo rapid diversification? As educational policy makers in

Japan and in Europe now hold the religious for the only foundation on which value education can be built, there

are sal ient dif ferences in their respective approaches. This paper evaluates the prospects of the new trend in

value education in Japan, in Germany, and in Switzerland. In the Japanese tradition, moral instruction has

formed the core of value education in schools. Religious sentiment has always been a priori ty, even though i t

assumed a number of different meanings in wartime and postwar Japan: at different times it variously referred to

ethnic aff i l iat ion, the love of peace, and the reverence of l i fe. Recently, i t  has taken a dist inct ly sentimental

turn. In Europe, except for France, value education in schools has tradit ional ly been dominated by rel igious

instruction. This dominance is of increasing rather than decreasing significance today, as instruction shifts from

a denominational to an interdenominational focus and pupils will no longer be exempt from religious instruction;

the rel igious is set to contr ibute to value education more broadly and more thoroughly.

ft u eJr;

1978年から2005年 までローマ教皇職にあったヨハネ ・パウロ2世 (Johannes Paulus Ⅱ,1920-2005)

は晩年、 イタ リアの国会 における挨拶 のなかで 「宗教の最大 の敵 は倫理 的相対主義である」

(Rorty/Vattimo 2006,S.81)と 述べる。この理解にしたがえば、価値の相対化および多様化が急激に進

行する現代は、宗教がかつてない大きな危機にさらされている時代ということになる。 しかし、教育政策

に目を転 じると、宗教はむしろその基盤を脆弱化させている価値教育を救済する一さらには倫理教育を救

済する―頼みの綱として注目されている現状が立ち現れる。

日本の学校教育のなかにおける宗教は必ず しも一義的な位置づけを獲得 しておらず、その法的な規定

は複数の解釈を生み出す余地を残 している。 というのも、憲法がその第 20条 で 「国及びその機関は宗

教教育その他いかなる宗教的活動 もしてはならない」と宗教教育に対する極めて消極的な態度を表明す

る一方で、教育基本法はその第 9条 で 「宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、

教育上これを尊重 しなければならない」 と宗教教育にむしろ積極的な意味づけを付与 しようとする表現

をとるからである。一般的な法的解釈
1の

帰結として日本の公教育は慎重に宗教教育とのあいだに距離

1国家の宗教的中立の解釈としては、憲法学の主流をなす 「厳格分離説」、岸本英夫 (1903-1964)に代表される宗教的情操の取

り込みを謳う 「宗教教育内包説」、田中耕太郎 (1890-1974)に代表される特定性のない宗教教育の取り込みを謳う 「好意的中

立主義」の三種が存在する (山口 1998、326頁 参 照)。
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