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フェイクニュースの拡散要因

二つの拡散要因

メディアによる

拡散
人間の非合理性
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フェイクニュースの拡散

•メディアによる拡散(非実在型デマ)
• 東京脱出ハッシュタグ(2020年4月)

• トイレットペーパー不足(2020年2～3月)

•人間の非合理性(分断と陰謀論)
• 学術会議任命拒否・千人計画問題(2020年9月)

• アメリカ議会議事堂襲撃事件(2021年1月)

• ワクチン副反応(2020年12月～)
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東京脱出タグ

• 2020年4月7日
• 新型コロナの感染の広がりが拡大しつつあ
る時期

•朝日新聞(7:00配信)
• ツイッターでは「東京脱出」というハッ
シュタグ（検索ワード）が拡散されている。
だが、ウイルスを地方に運び、そこで広げ
てしまえば、新たなクラスター（感染者集
団）を生んでしまうおそれも否定できない。
専門家は注意を呼びかけている。

https://www.asahi.com/articles/ASN46632XN46ULBJ00M.html
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東京脱出

記事の配信
4月7日7:00
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#東京脱出は存在したか？

• 4月1日～7日7:00までの#東京脱出
• 28件

• 4月7日7:00～4月8日6:59までの#東京脱出
• 15,242件

•マスメディアが広めるまではほとんど存在せず
• 存在しない「炎上」を報道することで炎上を作成

• メディアが作るデマによる炎上

日刊スポーツ2020年4月7日19時25分配信
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202004070000642.html

緊急事態宣言とともに
都内のターミナル駅や
空港から「東京脱出」

が増えた

平日のこの時間っ
てこともあるかも
だけど、このガラ

ガラ感

個人のツイート
2020年4月6日11時23分 6



トイレットペーパー拡散のデマ

• トイレットペーパーが不足するとい
うデマが拡散

• トイレットペーパーの購入が加速

• 実際には何が起きていたのか？

トイレットペーパーに関するツイートの収集
4,644,591件
2020年2月21日4時～3月13日23時まで
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トイレットペーパー不足のデマの拡散

ツイートの拡散数
不足の否定

不足情報
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売り上げとツイート
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デマと売り上げ

デマを見たアカウント 売り上げ指数

売り上げデータ提供：NOWCAST, Inc.
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トイレットペーパーデマの実態

トイレットペーパー
が売り切れている！

トイレットペーパー
がないらしいよ！

トイレットペーパーが
無くなるという噂があるが

国産だから大丈夫

トイレットペーパーが
無くなるというデマが

あるようだ

デマが拡散しているので
気を付けて

デマが拡散して品切れが
起きている

皆が買占めに走っている
から自分の分を確保しな

いと

デマに気を付けよう！
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メディアによる拡散

• アテンションエコノミー
• WEBメディアの収入は広告収入がメ
イン
• アクセス数の多さ＝収入の多さ

• アクセスされることが目的の記事

• クリックベイト

• アテンション重視型の記事
• タイトル詐欺

• ソーシャルメディアによる拡散

• 従来メディア
• コタツ記事

• 取材や調査をせずにネット上の情報のみ
を掲載した記事

• ジャーナリズムギリギリのライン
• 「こういう情報が拡散している」事実

• 「こういう情報」が事実とは言ってない

• ミドルメディア
• ネット上の情報をまとめるサイト

• 情報の真偽よりも話題性（アクセス
数）が重要
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ネット上の情報拡散
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フェイクニュースの拡散

•メディアによる拡散(非実在型デマ)
• 東京脱出ハッシュタグ(2020年4月)

• トイレットペーパー不足(2020年2～3月)

•人間の非合理性(分断と陰謀論)
• 学術会議任命拒否・千人計画問題(2020年9月)

• アメリカ議会議事堂襲撃事件(2021年1月)

• ワクチン副反応(2020年12月～)
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2021年アメリカ議会議事堂襲撃事件

•クラスタＡ
• トランプ支持者擁護クラスタ

•クラスタＢ
• 議会占拠否定派クラスタ

•クラスタＣ
• 大喜利クラスタ

国会議事堂を襲撃したメンバーを顔
認証システムがアンティファと確認
(陰謀論)

連邦議会に侵入したバッファロー男
はアリゾナのQアノン

ゾンビ映画のワンシーンみたいだ
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ワクチンに関するツイート

• クラスタＡ
• 政策への批判
• User:  49,263 RTd:138,498

• クラスタＢ
• ワクチン反対（副反応デマ）
• User:  37,001 RTs:101,898

• クラスタＣ
• ワクチンデマへの注意喚起
• User:183,659 RTs:447,213

• クラスタＤ
• 公式情報
• User:  37,553 RTs:  71,543

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

15



学術会議

•クラスタＡ
• 学術会議批判

• User:132,664 RTs:776,261

•クラスタB
• 学術会議擁護

• User:  95,392 RTs:726,814
Ａ

Ｂ
日本学術会議、中国の軍事研究「千
人計画」に積極的に協力してた

虚偽です。「学者は６年ここで働けば学士院
に行き年間250万円年金が死ぬまでもらえる」
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フェイクニュースを拡散するアカウント

• 2021年アメリカ議会議事堂襲撃事件
• トランプ支持者擁護クラスタ

• 54.9%：政権支持クラスタ

•ワクチンに関するツイート
• ワクチン反対（副反応デマ）

• 44.8%：政権批判クラスタ

• 27.1%：政権支持クラスタ

• 51.6%：トランプ大統領支持者擁護クラスタ

•学術会議
• 学術会議批判（千人会議デマ）

• 71.0%：政権支持クラスタ
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確証バイアス

•先入観から判断
• 都合の良い情報だけを収集

• 先入観を補強する傾向

•「ワクチンを打った後に死亡」
• 反ワクチン→ワクチンは危険

• 陰謀論→ワクチンは製薬会社の陰謀

• ワクチン信頼→ワクチンの影響かは分からない
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認知的均衡理論

•好きと嫌いとの均衡状態を維持したい心理
• 好きな人が好きなものが好き→安定

• 嫌いな人が好きなものが好き→不安定
• 好きなものが嫌いになる

• 嫌いな人を好きになる

ハイダーの認知的均衡理論 19



ソーシャルポルノ仮説

•ソーシャルポルノ（Social Porn）
• コンテンツを消費して，快感を得ることが目的

• 何か知識を得たりすることや，情報を広く広める事が目的では無い

• 興味・面白さ＞真実

• 例：
• バイデン氏が不正選挙をやっていた方が面白い

• ライオンが逃げ出していた方が面白い

Social needs（社会欲求）を充足する目的で
消費・拡散されるコンテンツ

「感動ポルノ」「愛国ポルノ」「キャリアポルノ」と類似の比喩的な定義20



なぜ情報を共有したのか？

「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査 報告書」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000082.html

32.7%は「情報が興味深かったから」拡散
情報の真偽とは無関係に拡散する
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•すべてを疑うことは不可能
• 「デマの存在がデマ」

• 「次亜塩素酸水の殺菌効果は薄い」

•マスメディアや公的機関が正しいとは限らない
• 「アビガンはコロナに有効」

• 「日本学術会議、中国の軍事研究「千人計画」に積極的に関与」

•ファクトは社会的混乱を収束させない
• 「トイレットペーパーが不足すると信じている人がいる」

• 「デマかもしれないけど面白いから拡散する」

我々は騙される

ファクトチェックの限界
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•フェイクニュース・デマに騙される
ことを前提とした社会の実現
•フェイクニュースだと分かっても社会
的混乱は収まらない

•レジリエンスな社会
•レジリエンス=復元力・回復力
•騙されてもアップデートする
•間違えた際の影響力を最小化する
•騙される人がいる前提の社会の実現

フェイクニュースに

騙される

フェイクニュースに

騙される

フェイクによる

影響の最小化

フェイクによる

影響の最小化

フェイクニュースと共存する社会
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