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　近年の 情報技術 を用 い た電子 メ デ ィ ア の 飛躍的

な発展 は ，われわれの コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ン環境 を一

変させ て い る。また ，電子 メ デ ィ ア が もた らす社

会や文化は益々 複雑 に その 様相 を変えて お り，そ

れをある
一定の 枠組み の なか で論 じる こ とは か な

り困難 な作業 にな っ て い る。 こ れ らの 問題 を乗り越

えるた め に は ， 変容 しつ つ あるメ ディ ア 空間を様々

な観点か ら観察 し分析する努力が求め られて い る 。

　本論文で は ，2000年の 韓国国会議員選挙中に 高

ま っ た 「不適格な政治家 を落選 させ ようと し た」市

民運動 とし て の 「落選運動」に焦点をあて ，こ の 運

動 を め ぐる新聞報道と イ ン タ
ー

ネ ッ ト（BBS ）上 で

の 発信内容 を分析 しつ つ ，既存 メ デ ィ ア と し て の

新 聞 とニ
ュ
ー

メ デ ィ ア と しての イ ン タ
ーネ ッ トの 関

係 を明 ら か に する こ とを 目的 と した 。

　第 2 章で は
，

まず ，
われわれ の 社会が今ま で 経

験 し
1 そ して これか ら経験 して い くメ デ ィア コ ミュ

ニ

ケ
ーシ ョ ン の 変化の位相を明確に捉え る こ とを目

的と し ，各メ デ ィ ア の 持つ 特性に つ い て 考察 し た。

次に ，メ デ ィ ァ間で生 じつ つ あ る融合や ミ ッ ク ス ，

そ して 相互作用 とい っ た メ デ ィ ア コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ

ン の変化の 要因につ い て述 べ た 。 最後に ，メ デ ィ

ア コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ンの 変化に欠か せ な い 要因 と し

て ，メ デ ィア環境 の 地域的特性 を取 り上 げて 論 じた
。

　第 3 章で は
， 韓国に おける新聞と イ ン タ

ー
ネ ッ

トの 特性 に つ い て考察 し た。特に ，新聞とイン ター

ネ ッ トを取 り巻 く環 境を社会 ・政治的 な面に 注 目

しな が ら ，主 に両メ デ ィ ア の 発展過程 を中心 に述

べ た 。 新聞に お い て は
，

まず，日本 に よ る植民 支

配 か ら解放後の 新聞の 発展過程 を述べ た後 ，その

過程 か ら生 じた政治 との 癒着問題 と政治権力か ら

独立 しよ うとした マ ス メ デ ィ ア の 改革運動 を中心

に韓国社会に おける新聞の 特性 を概観 し た 。

一方 ，

イ ン タ
ー

ネ ッ トにお い て は ，イ ン タ
ー

ネ ッ トが韓

国で 急速に普及 し た原因 と韓国社会に おける イ ン

ターネ ッ トの もつ 意味につ い て論 じた
。

　第4章で は
， 落選運動の 期間中報道 された新聞の

内容と同期間行 われたイ ン タ
ーネッ ト上での 議論の 相

互参照の 関係 に着 目し ，1）新聞とインターネッ トの

間 に ，言説の 相互参照の 関係は どの ように 行われ

るの か ，2）メデ ィア 間の 相互参照の 結果 ，各々 の メ

デ ィ ア の 発する言説はどの ような変化 をみ せ るの か
，

3）こ の ような メ デ ィ ア コ ミュ
ニ ケ

ーシ ョ ンの 変化は ，

世論形成 に どの ような影響を及ぼすの か ，とい う3

つ の観 点で 分析 を試み た 。 その 結果 ，新聞 は イン

タ
ーネッ ト空間で交 わされる議論の 主な情報源 と し

て用いられて おり，逆に インターネッ ト上で の 議論及び

話題 も新聞に影響を及ぼ したとい う結論 が得 られ

た。また，この ようなインターネッ トと新聞の 発する

言説の相互参照関係によっ て，
一
部の新聞 にお い て

その 報道内容に変化が生 じて い る こ とが確認 された 。

　第 5章で は ，本論文の 要約 と今後の 課題 に つ い

て述 べ た e 本論文で 分 析した結果 の 全体的な考察

を通 し て ，メ デ ィ ア問の 相互参照の 関係が どの よ

うに 地域社会の 世論形成過程 に影響 を及ぼ して い

るのか につ い て議論 した 。
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