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＜１＞はじめに 

本検討会議の目的 

原子力災害による風評被害を払拭するためには、科学的根拠に基づく正確な情

報を、分かりやすく、国内外の多くの方に届けることが必要である。あわせて、

震災の記憶を風化させることなく、次世代に語り継ぐことも重要である。 

 このような認識の下、本検討会議は、適切な広報を通じて原子力災害による風

評被害を軽減するとともに、震災の記憶を後世に継承することを目的として、民

間有識者の助言に基づき具体的な広報活動の方策を検討するため開催されたもの

である。 

メンバー

【議長】 

  復興大臣 

【有識者】 

五十嵐 泰正 筑波大学人文社会系 教授 

伊沢 拓司 株式会社QuizKnock 代表（CEO） 

岡田 聡 ヤフー株式会社 メディアチーフエディター

開沼 博 東京大学大学院情報学環 准教授 

河井 孝仁  東海大学文化社会学部広報メディア学科 教授 

佐久間 智之 PRDESIGN JAPAN 株式会社 代表取締役 

殿村 美樹  株式会社 TMオフィス 代表取締役 PR プロデューサー 

富永  朋信  株式会社 Preferred Networks SVP 最高マーケティング責任者 

森下 郁恵  株式会社宣伝会議月刊『ブレーン』 編集長 

【ゲストスピーカー（第５回会議）】 

  山口 真一 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授 

以上に加えて、 

「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」関係府省庁が出席 
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議論の経緯 

○第１回：令和４年 10月３日（月）

・テーマ：震災と原子力災害対応に係る風評等の現状把握、認識共有

・発表者：五十嵐泰正氏

・風評対策タスクフォース関係各府省庁より説明

○第２回：10月 17 日（月）

・テーマ：「知ってもらう・食べてもらう・来てもらう」ための地域発信型の広報の在り方

・発表者：富永朋信氏、殿村美樹氏、佐久間智之氏

○第３回：11月２日（水）

・テーマ：風評払拭・風化防止に向けた広報の在り方

・発表者：開沼博氏、河井孝仁氏

○第４回：11月 28 日（月）

・テーマ：未来志向による情報発信の在り方

・発表者：岡田聡氏、伊沢拓司氏

○第５回：12月 23 日（金）

・テーマ：災害復興広報と偽・誤情報への対処

・発表者：山口真一氏

・これまでの論点整理

○第６回：令和５年１月 23日（月）

・テーマ：これからの広報担当・組織に求められること

・発表者：森下郁恵氏

・取りまとめ
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＜２＞本検討会議において議論された論点 

 

１．復興広報の目指すべきことに対する指摘 

（１）総論 

・ 復興広報のゴールに向かうまでの各段階における成功とは何か、対象は誰なのか

ということを具体化し、常に軌道修正しながら復興広報の取組を継続することが重

要である。 

・ 各情報発信が、人々の「知る、関わる、動く」という行動のうち、どの行動に

貢献しているのか、という視点から考えることが重要である。 

 

（２）風評対策 

 ・ 科学的理解が低減していると同時に忌避も減っているという現実がある中で、

風評の要因を分析し、対処すべき内容と対象を明確化することを通じて風評対策

のゴールを適切に設定して取組を進めるべきである。 

 

（３）風化防止対策 

 ・ 原子力発電所の事故という東日本大震災の特異性も踏まえつつ、「なぜ風化対

策を行うのか」という根本的な考え方を関係者間で共有し、「忘れてほしい」と思

っている方々もいる中で、風化対策の目的を踏まえ、誰にとって何を残すのか、

よく考えるべきである。 

 ・ 客観的データを元に中期計画を策定し、達成度合いを踏まえながら継続的に改

善できる施策の実施や、それを実現する体制の整備を検討すべきである。 

 

２．「可視化」と「行動変容」に対する課題 

・ 行政広報を行うに当たっては、根拠となるニュートラルなデータやロジックを

「可視化」することが必要であり、その上で、多様な人々が、「可視化」された情

報を自ら引き出し、用いることで、施策や課題を「自分事」として考えて行動を

するよう、働きかけることが必要である。 

・ 行政の情報発信においては、必要とされる情報を分かりやすく提供するという

日頃からの地道な信頼醸成に向けた取組が必要であり、そうした前提のもとで、

様々な特性を持つメディアを、対象や段階を明確に意識しながら、戦略的に活用

していくことが、「行動変容」を起こすためには重要である。 
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３．復興広報における広報フレームの課題 

（１）広報戦略 

・ ”「福島県産品」の需要拡大”を”復興”と考えた場合、その復興の実現には、

①流通段階で失った棚の回復、②消費者側の「なんとなく」の不安感を払しょく

するための情報のアップデート、③消費者と、情報の発信側との間の信頼構築、

④他者の選択との向き合い方、という４つの課題への対応が必要である。 

・ 風評・風化対策自体が不十分ということは必ずしもないが、これからは、情報

発信の「量」より具体策の「質」を向上させるとともに、「風評」とは何かという

認識を共有することが必要である。 

・ 復興に係る取組を推進する側と抑制する側、双方からの圧力によって事業が停

滞してしまいがちであるが、出回る情報量が増加することに伴い、肯定的な意見

を持つ人の割合も大きくなりつつあることにも留意が必要である。 

 

（２）広報コンテンツを作成する際の望ましい体制・プロセス 

・ 関係者全員が主体的に関わり、「共同作業」の意識を持つとともに、関係者間で 

認識や目的を共有する工夫を行い、意思疎通をよりスムーズにすることが肝要である。  

・ 広報活動を行う当事者は必ずしも広報分野における専門知識を持ち合わせてい

ないため、広報担当者のリテラシーを向上させるとともに、どこまで戦略的であ

るべきか、検討すべきである。 

・ 情報発信の「グランドデザイン」の中で、インフルエンサーに担ってもらうの

はどのフェイズであるかを明確にし、さらに、見ている側にも、どのフェイズに

関わる発信なのかが伝わるよう工夫することが必要である。 

・ 広報を担当する人や組織には、①広く情報を収集し分析するなどの「PRコンテ

ンツをつくる力」、②対象と直接向き合い生の声を聞くとともに、関係者と複雑な

事前調整を行うなどの「情報発信の基礎力」、③インフォグラフィックなどを活用

する「表現力」などが求められる。 

 

４．地域発信型広報の提案 

・ 地域住民が自発的に町の魅力を語る、「地域発の広報」が不可欠であり、各地域

が広報を行う際に必要となる広報技術や専門知識を得るための環境づくりを後

押しが重要である。 

・ 広報の受け手側が「これまでと違う」と認識する「型」をつくることが必要で

あり、被災地を巡る旅を「エコツアー」とラベリングすることなどによってイン

バウンドを増やし、世界からの注目を集めるとともに、地元メディア等の協力を

得ながら、国内の関心を呼び起こすような工夫が必要である。 
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５．デマ・フェイクニュース対策 

・ 復興広報の場合は、ポジティブに取り上げてもらうことも大事ではあるが、ネ

ガティブな取り上げられ方をいかに減らすか、という点も重要である。 

・ コミュニケーションに当たっては、現在も不安を抱いている人、デマに苦しめ

られてきた当事者、それぞれの経験や思いの背景の理解に努め、相互の意思決定

を尊重することが重要である。 

・ 健康被害等に関するデマ・フェイクニュースが、被災地・被災者への差別・偏

見を拡大・維持してきたことを踏まえ、十分かつ持続的な対策をとることが必要。 

・ 風評対策は、風評の被害を受けた側の支援のみならず、デマ・フェイクニュー

スをはじめとする風評の加害をもたらす側の言説・行為が発生し続けてきた事

実・事例の詳細とその要因の把握・分析が不可欠である。 

・ デマ・フェイクニュースの拡散の様々な年代層でみられ、その拡散スピードは

事実と比べ数倍早い。それを打ち消すためには、①迅速で正確な情報提供、 

②アクセスのしやすい情報提供プラットフォームの設置、③インフォグラフィク

スを活用したメディアとのコミュニケーション等について組織的に対処できる仕

組みを整えるとともに、メディア情報リテラシーの向上を促す取組を実施するこ

とが重要である。 
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持続可能な復興広報における 
インフルエンサー活用のありかた

事業紹介

QuizKnockとは
2016年10月に立ち上げられたコンテンツ制作集団。
「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、知識と
エンターテイメントの融合を目指したコンテンツを
多様なメディアから発信している。
「難しいことを楽しく伝える」技術で、企業や省庁との
コラボ動画も多数リリース。

YouTubeチャンネルは4チャンネル累計登録者約300万人、
総再生数約22億回。
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発表の全体像

①社会保障広報で得た知見

②復興広報特有の課題

③復興広報の課題に対するアプローチの指針

『全世代型社会保障広報の在り方会議』にて

・「全世代型」といいつつ、セグメント分けをして
多様なコンテンツをそれぞれに準備する必要がある

・インフルエンサー側とクライアント側が共同でコンテンツを
作るような形がより望ましく、伝わりやすい
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施策への落とし込み①

国際社会保証協会（ISSA）主催の
ISSA Good Practice Award competition for Asia and the Pacificにて
日本初の特別優秀賞受賞　（2020年実施の年金広報活動の一環として）

URL：https://youtu.be/KrKPt05Jsvk 
公開日：2021年3月24日 
一ヶ月視聴回数：54.2万回 
（タイアップ動画平均50.1万回）
高評価：1.8万回／98.8％
視聴維持平均時間：7:21
（タイアップ動画平均7:51）
平均再生率：47.0％
（タイアップ動画平均44%）

YouTube動画
『年金について日本一わかりやすく説明しようと思ったらこうなった』

施策への落とし込み②

公的年金シミュレーターの利用数増に貢献

URL：https://youtu.be/8B6LqFUxsxQ 
公開日：2022年3月31日 
一ヶ月視聴回数：約48.4回 

（タイアップ動画平均50.1万回）
高評価数／率：約1.2万回／98.3％ 
視聴維持時間：8:30（タイアップ動画平均7:51） 
平均再生率　：45.7％（タイアップ動画平均44%）

YouTube動画
『東大生が年金について考えてみた【QuizKnock塾】』
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施策を通して達成されたこと

・「難しいことを楽しく伝える」施策として、一定の数字を残せた

・炎上や強い忌避感などを招くことなく受け入れられた

・公的年金シミュレーターの活用につながった（？）ように、
認知獲得→関心惹起→探索誘導　までの導線を作ることが出来た

復興広報への導入

・インフルエンサーとクライアントによる共創というアプローチは、
「難しいことを伝える」場面のある復興広報においても有用なはず

・一方で、復興広報だからこそ懸念される障壁が多くあるのも事実

・今回は主に「認知獲得」「関心惹起」のフェーズにおける
インフルエンサー活用のガイドラインづくりを目指す
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復興広報におけるインフルエンサー側の悩み

・「なぜお前がやるのか？」　当事者でないことへの批判

・「軽く扱いやがって」　わかりやすさが裏目に

・「お前らの『安全』は信用できない」　クライアントへの不審

・「お前らはわかってない」　専門家ではないことへの指摘

現状のインフルエンサー活用広報について

インフルエンサーが自己の感想として
「いいよ！」「おいしいよ！」「安心だよ！」といったところで、
本来伝えるべき層（ex.不安に思う人）には十分には届かない

「この人は自分とは別」「大切な事実を無視している」
「ノリが軽すぎる」「言わされている」などと思われてしまう

106



「福島いいよ！」で終わらないために

「いいよ！」の入口と出口を丁寧に作る 

入口……伝えたい相手の価値観に目線を合わせる 
出口……ファクトやデータへの導線 

より伝わりやすくするため 
・見る側の拒否感を緩和
・インフルエンサー自身の担当領域を限定
・フェイズを細かく分け、目的を明確化
・「わかりやすさ」と「正確性」の両立を示す

なぜ入口と出口が必要か
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入口づくり＝価値観のすりあわせ

まずは、語りかける相手に目線を合わせること
共通の価値観を持っている相手であることを伝え、
その上でメッセージを伝える

例）HIKAKIN氏による小池百合子知事との対談動画

出口づくり＝ファクトやデータへの導線
発信を受け取った相手が確認できるような形で
発信の裏付けになるファクトやデータへの導線を用意する
必要がある
（関心惹起→探索誘導）

「専門家ではない人」による発信のエクスキューズにもなり、
わかりやすさの裏付けとして機能する
同時に、「難しさ」を抑えることも出来る
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より良い発信を目指すなら

・グランドデザインありきでの、各フェイズの分担
（インフルエンサーを使うべきはどこまで？）

・「この発信は、どのフェイズなのか」が
見ている側にもわかるような形

おわりに

・復興広報の質的向上を目指すにあたっては、
より精緻な設計が求められる

・「有名なインフルエンサーにまかせればOK」
「クライアントが言ったことをやればOK」ではなく
お互いが得をするような形を提示すべき
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＜３＞有識者からの発表 

  Ⅳ 偽・誤情報の拡散を防ぎ、正しく情報を届ける 
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