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The purpose of this paper is to explore the influence of receiving the official recognition from the case study of 

alternative schools in Japan and Korea.  In East Asia, alternative education movements adopted a confrontational 

approach to public education and criticized the uniformity of public schools.  However, the government has attempted to 

build new relations with alternative education movements.  In recent years, some alternative schools have received the 

official recognition in Japan and Korea, and alternative education becomes increasingly prominent. 

The points that have become clear by the case study are the changes of teachers’ consciousness to their own work 

and parents’ consciousness to their own school.  In previous works about alternative education, some researchers 

expressed concern about losing their own uniqueness by the regulations which the local government may impose, and 

they look at external relations which alternative schools may build with the government.  However, alternative schools 

have to integrate the members into their own uniqueness after receiving the official recognition. 
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Ⅰ はじめに 

A. 問題の所在 

本研究の目的は，公的な認可を得た日韓のオルタナ

ティブ・スクールにそれぞれどのような変化があった

のかを描き出すことによって，公教育の担い手として

認められることがメインストリームとは性質を異にす

る教育実践を進めてきた組織にもたらす影響について

示唆を得ることにある。 

東アジアにおけるオルタナティブ・スクールをめぐ

る近年の状況を捉えるうえで，公教育との関係を見逃

すことはできない。オルタナティブ・スクールと言っ

ても，その位置づけは国や地域によって多様であり，

既存の学校教育を塗り替えるような「刷新性」という

点から見れば，公費で運営されるいわゆる公立学校の

中でもオルタナティブな教育理論は発展を遂げてきた

（永田 2005a: 12-16）。ただ，学校設置に対する規制が

強く働いてきたとされる東アジア諸国においては，メ

インストリームの学校教育に対峙するオルタナティ

ブ・スクールが，私立学校としての認可を受けること

もなく，公的な規制から外れてきた。「公教育」を「直
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