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英国便り：ワクチン誤情報の拡散とその対策 

濱島ゆり（ブリストル大学） 

 

 

英国ではワクチン接種が進行する中、ますます多くの市民が接種に前向きになる傾向が見

られています。統計局の報告によると、ワクチンを受けたいと答えた人は昨年 12月では回

答者全体の 78％であったのに対し、今年 2月に実施された調査では 91％まで上昇しました 

(ONS, 2021)。一方で、人種ごとの結果では、ワクチンを受けたくないと回答した割合は、

白人系人種では 8％であるのに対し、アジア系人種では 16%、黒人系人種の間では 41％で

した(ONS, 2021)。これらの調査の結果から BAME(Black, Asian and Ethnic minority)のコミ

ュニティにおけるワクチン忌避の傾向が懸念されています。 

 

ワクチンを忌避する理由は様々ですが、問題視されているのがワクチンに関する意図的な

誤情報の拡散(ディスインフォメーション)の影響です。昨年 11 月に英国と米国において計

8000 人を対象とした調査によれば、COVID-19 ワクチンに関して誤った情報に触れた集団

では、正しい情報を与えられた群と比較して、情報に触れた前後で積極的にワクチン接種を

希望する人達の割合が６％減少したと報告されています(Loomba et al., 2021)。 

 

英国内におけるワクチンの誤情報は、SNSの中でも特にWhatsAppなどのメッセージ・ア

プリを介して拡散されることが多く、問題が顕在化しにくいことが指摘されています（The 

Guardian, 2021）。２月に BBC で放映されたドキュメンタリーでは、このようなメッセー

ジ・アプリを通して流行した実際のビデオ・クリップが紹介され話題になりました（BBC 

News, 2021）。 

 

SNSでのディスインフォメーションの実態について、昨年 11月に英国内の 16～75歳の約

2000人を対象に調査が実施されています（The Policy Institute King’s College, 2020）。この

報告によると、SNS 上でワクチンに対して否定的な情報を見聞きしたことがあった人は、

全体の約 3分の 1に上り、16歳から 34歳の間ではおよそ半数でした。また、「ワクチン接

種によって、政府がマイクロチップを体に植え込み監視しようとしている」といった

COVID-19ワクチン陰謀論を信じる人はごく少数であったものの、COVID-19に関する情報

を主にWhatsAppあるいは YouTubeから得ていると回答した人たちではこれらの陰謀論を

信じるリスクが高い傾向にありました。 

 

現在、英国ではインターネットやソーシャル・メディアにおいて誤情報に関する法的規制は

ありません（Mills and Sivelä, 2021）。政府の試みとしては、2020年 11月に大手 SNS各社

に対して誤情報の拡散を抑制するよう対策の呼びかけを行っています(Gov.uk, 2020a)。最
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近では、デジタル・文化・メディア・スポーツ省が SNS上で共有しやすいような動画や画

像のツールキットを作成し、ワクチンに関する誤情報への注意喚起を始めました(Gov.uk, 

2021a: DCMS, 2021)。これらの画像で取り上げられているのは、BAME出身の GPや地域

のリーダー、宗教家などの人々です。 

 

  

（https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/より画像やビデオがダウンロード可

能） 

 

これまでの調査では、ワクチンに対して不信感の強い地域では、このような地域やコミュニ

ティにおいて既に信用されているリーダーやボランティアなどを通して発信された情報が

受け入れられやすいことが報告されています（Gov.uk, 2020b）。今年１月から開始された政

府の”Community Champion”キャンペーンでは、60の市とボランティア団体に助成金を提供

し、ワクチンに関する正しい情報の提供など地域の草の根活動を後押ししています（Gov.uk, 

2021b）。啓蒙活動の一例として、地元の医師やボランティアなどによるオンラインでの

Q&Aセッションの開催などが報告されています（The Telegraph, 2021）。 

 

また、最近では、NIHR(National Institute of Health Research)の協力のもと、専門家たちが

Q&A集のウェブサイト Covid Vax Facts（https://www.covidvaxfacts.info/）を立ち上げてい

ます。このサイトでは自動応答のチャット形式で COVID-19 ワクチンに関する質問をやり

取りできるようにデザインされています。あくまでワクチンを推奨するものではなく、正確

な情報を届けた上で市民の意思決定を支援しようという目的で作られています。 

 

今後ワクチン接種が世界各国で拡大する中で、副反応や効果に関する情報は次々とアップ

デートされていきます。その度に飛び交う情報に関して、疑問を覚えたり不安に思ったりす

るのは、自然な反応でしょう。こういった市民に対し、政府や医療従事者、専門家が、今後

https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/
https://www.covidvaxfacts.info/
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もどのようにワクチンに関して正確な情報を適切に届けていけるかどうかは、引き続き重

要な課題です。 
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