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学位論文要旨（横書き楷書、ワープロ可、字数80 0字程度）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本研究は、琉球諸語から日本語標準語への言語シフトの過程の中でどのような言語イデ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

オロギーが作用したのか、さらには近年琉球諸語の活性化について肯定的な風潮が高まっ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ている中で、どのような言語イデオロギー的課題が存在するのかについて、個人の言語体

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

験の事例分析をもとに論じた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

序章、第 1章では、危機言語としての琉球諸語を概観したうえで琉球諸語の言語シフ

-・・・--・-・-----・・・・・---------・・・---・・・・-・-------・・・・------・・・・・・・・・-------・・-・・・--・-----・・・・・・・-・--・・・・・・・・・・・・・・・ 

トに関連する学術的な視座について、分野を横断する形で多角的に整理し、本研究の位

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

置付けを確認した。第 2章では、琉球諸語の中でも周縁性の指標で認識される小島嶼か

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

らの 「移動」を経験した琉球諸語話者の言語シフトの過程における内的体験を考察した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第3章では、言語継承に向き合う国語教育経験者の語りから、言語イデオロギー的な

-------------------------------------------------------------------------・・ ・・・・・--------・・・・・・-----------・・・・・・・・

ジレンマを整理した。第4章では、琉球諸語ニュースヒ°ーカーが対峙するジレンマにつ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

いて、自己を研究対象として位置付けるオートエスノグラフィーという手法に拠りなが

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ら考察した。

---・----・・・・・---・--・・・・----・・-・・-----・-・・・・--・--・・・・・・--・・・・------・・・・-・・-・---・・・・・・-・-・・・・・・----・・・---・-----・ ・・・

最終的に、言語を喪失した当事者、そして活性化に向き合う当事者が、それぞれの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

言語レパートリーにおける「言語的力関係」を根底から見直し、自分自身が望む言語レ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

パートリーを形作ることによって、支配の正当性となる言語ヘゲモニーに対抗しうる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

と結論づけた。既存の言語イデオロギーを問い直し、個人が自己の言語レパート リーを

--・―・・・--------・-・・・・・ー一・・・・ー・・ー・------------------------------------------------------・・・----------・・・---------・
再構築していくことは容易ではないが、琉球諸語の言語維持に前向きな方向性をもたら

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

すには、必要不可欠なプロセスであると考える。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


