
　
明
治
5
年（
1
8
7
2
）4
月
に
発
行

さ
れ
た
新
聞
に
、『
電
信
線
に
は
處
女
の

生
血
を
塗
る
』と
い
う
物
騒
な
見
出
し
で

次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　「
西
國
ヨ
リ
ノ
報
来
ニ
付
、
安
藝
長
門

邊
ニ
テ
種
々
ノ
邪
説
ヲ
生
ジ
、
機
線
ヲ

以
テ
音
信
用
便
ヲ
達
ス
ル
ハ
、
是
ゾ
所

謂
切
支
丹
ニ
相
違
ナ
シ
ト
、
且
機
線
ニ

ハ
女
子
未
嫁
者
ノ
生
血
ヲ
塗
リ
用
ユ
ル

由
、
則
チ
軒
口
ニ
記
セ
ル
戸
數
番
號
ノ

順
次
ヲ
以
テ
、
處
女
ヲ
召
捕
ラ
ル
ベ
シ

ナ
ド
、
暴
説
風
傳
シ
、
或
ハ
處
女
ニ
シ

テ
俄
カ
ニ
齒
ヲ
染
メ
、
眉
ヲ
卸
ス
者
ア
リ
。

又
ハ
電
信
本
杭
機
線
等
ニ
毀
損
ス
ル
徒

ア
リ
テ
、
人
心
恟
恟
之
ガ
爲
頑
民
煽
動

ノ
勢
ヲ
ナ
シ
、
實
ニ
浅
間
舖
次
第
ナ
リ
。」

　
広
島
や
山
口
な
ど
の
西
国
で
は
、
電

線
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
魔
法
で
あ
り
、
こ

の
頃
に
割
り
振
ら
れ
た
住
居
番
号
は
未

婚
女
性
を
捕
ら
え
る
た
め
の
も
の
で
、

そ
の
番
号
順
に
生
血
を
搾
っ
て
電
線
に

塗
る
と
い
う
流
言
が
飛
び
交
っ
た
と
い

う
の
で
す
。
そ
の
た
め
未
婚
女
性
は
、

既
婚
者
に
成
り
す
ま
そ
う
と
歯
を
染
め

て
眉
を
剃
り
、
あ
る
い
は
電
線
や
電
柱

を
破
壊
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
る
な
ど
、

パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
初
の
電
信
は
、
開
港
に
よ
っ
て
諸

事
雑
多
と
な
っ
た
横
浜
・
東
京
間
の
通
信

を
迅
速
に
す
る
た
め
、
神
奈
川
県
知
事
の

寺
島
宗
則
の
建
議
に
よ
っ
て
、
横
浜
裁
判

所
か
ら
東
京
築
地
運
上
所
間
に
電
線
が
敷

か
れ
、
明
治
2
年（
1
8
6
9
）12
月
に

創
業
し
ま
し
た
。
こ
の
後
、
国
内
で
は
驚

く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
電
信
建
設
が
進
め
ら

れ
、
わ
ず
か
5
年
後
に
は
北
海
道
と
九
州

が
電
線
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

　　
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
有
力
な
土
木
建
築

請
負
人
で
あ
っ
た
高
島
嘉
右
衛
門
の
談
話

に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
或
る
朝
知
事
寺
島
氏（
前
記
の
寺
島

宗
則
）に
面
會
せ
し
に
、
當
時
京
濱
間
に

初
め
て
電
信
開
通
し
た
る
際
に
て
、
世

人
は
頻
り
に
不
思
議
に
感
じ
大
い
に
怪

し
む
べ
き
こ
と
と
な
り
と
て
毎
夜
電
線

を
切
断
す
る
こ
と
絶
え
ず
寺
島
伯
と
對

話
中
に
も
、
下
役
人
は
知
事
の
前
に
來
り
、

昨
夜
も
何
箇
所
切
斷
せ
ら
れ
た
り
云
々

と
報
告
し
・
・
」

　
ど
う
や
ら
、
建
設
当
初
か
ら
電
線
は
頻

繁
に
切
断
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
電
線

建
設
に
も
関
わ
っ
た
お
雇
い
外
人
R.
H.

ブ
ラ
ン
ト
ン
の
記
述
を
見
る
と「
電
信
の

移
入
は
、
刀
を
振
り
回
す
機
会
を
求
め
て

い
た
狂
信
的
な
サ
ム
ラ
イ
に
よ
っ
て
数
本

の
電
柱
が
切
り
倒
さ
れ
た
事
件
が
あ
っ
た

ほ
か
は
、
一
般
市
民
か
ら
敵
意
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
。」と
あ
り
、
切
断
事
件
の

多
く
は
攘
夷
論
者
の
仕
業
の
よ
う
で
す
。

そ
の
ほ
か
の
民
衆
と
い
え
ば
、
電
線
を
手

紙
が
伝
う
と
勘
違
い
し
て
一
日
中
電
線
を

眺
め
て
い
た
、
な
ど
と
い
う
牧
歌
的
な
話

が
見
ら
れ
る
な
ど
、
西
洋
人
や
そ
の
文
明

に
触
れ
る
機
会
が
多
い
開
港
地
近
辺
で
は
、

仕
組
み
こ
そ
わ
か
ら
な
く
と
も
、
西
洋
文

明
を
比
較
的
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
開
港
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
地

域
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
勝
手
が
違
っ
た

よ
う
で
す
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
幕
府

と
代
わ
っ
た
新
政
府
は
、
急
速
な
政
治
改

は
じ
め
に け

ん
せ
つ

で
ん
せ
つ

のシ
リ
ー
ズ
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電
信
は

バ
テ
レ
ン
の
魔
術

革
を
行
い
、
富
国
強
兵
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

文
明
開
化
を
推
し
進
め
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
日
本
は
西
洋
列
強
に
肩
を
並
べ

る
ま
で
の
国
力
を
身
に
つ
け
ま
す
が
、
当

時
の
民
衆
に
と
っ
て
は
全
く
不
可
解
な
も

の
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
仏
教
は
、
神

仏
混
交
と
呼
ば
れ
る
神
道
と
仏
教
が
混
在

し
た
独
特
の
信
仰
体
系
を
保
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
慶
応
4
年（
1
8
6
8
）

3
月
に「
神
仏
判
然
令
」が
出
さ
れ
る
と
、

「
廃
仏
毀
釈
」と
呼
ば
れ
る
破
壊
活
動
が

復
古
神
道
派
に
よ
っ
て
各
地
で
行
わ
れ
、

多
く
の
仏
像
、
堂
宇
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
民
衆
は
、

こ
れ
ま
で
禁
制
さ
れ
て
い
た
キ
リ
シ
タ

ン
の
仕
業
と
考
え
、
近
年
押
し
寄
せ
た

西
洋
人
に
よ
っ
て
新
政
府
は
支
配
さ
れ
、

さ
ら
に
西
洋
人
の
容
姿
と
ブ
ラ
ン
デ
ー

や
赤
ワ
イ
ン
を
飲
む
姿
か
ら
、
生
血
を

飲
む
妖
怪
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ

ま
し
た
。「
新
政
府
は
伏
魔
殿
」と
い
っ

た
よ
う
な
流
言
が
生
ま
れ
た
の
も
廃
仏

毀
釈
の
後
と
考
え
ら
れ
、
西
洋
人
と
新

政
府
に
対
す
る
不
信
感
が
植
え
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
へ
急
速
に
延
び
て
き
た
電
線
は
、

ま
さ
に
民
衆
の
生
命
を
脅
か
す
バ
テ
レ
ン

の
魔
術
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
そ
ん
な
民
衆
を
よ
そ
に
、
新
政
府
は

次
々
と
文
明
開
化
を
推
し
進
め
ま
し
た
。

特
に
反
感
を
買
っ
た
の
は
明
治
4
年
7
月

の
廃
藩
置
県
で
あ
り
、
さ
ら
に
恐
怖
を

煽
っ
た
の
は
徴
兵
制
で
し
た
。

　
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
、
藩
主
た
ち
は
東

京
へ
の
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
、
各

地
で
藩
主
を
引
き
止
め
る
た
め
の
一
揆
が

勃
発
し
ま
し
た
。
明
治
4
年
8
月
に
広
島

で
起
こ
っ
た「
武
一
騒
動
」で
は
、
数
千

人
の
民
衆
が
藩
主
を
引
き
止
め
る
た
め
に

広
島
城
へ
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

民
衆
を
暴
動
に
駆
り
立
て
た
の
は
、「
藩

主
に
代
わ
っ
て
政
治
を
行
う
の
は
西
洋
人

で
あ
り
、
手
先
と
な
っ
た
庄
屋
た
ち
は
、

15
歳
か
ら
20
歳
の
女
性
と
飼
い
牛
を
西
洋

人
に
売
り
払
う
」と
い
う
流
言
だ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
明
治
5
年
11
月
に
徴
兵
告
諭
が

発
せ
ら
れ
る
と
、
民
衆
は
恐
怖
に
お
の
の

き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は「
血
税
」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
し
た
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

「im
pôt du sang

」の
直
訳
で
あ
り
、
よ

う
す
る
に
徴
兵
制
を
指
す
言
葉
な
の
で
す

が
、
こ
れ
を
字
の
と
お
り
解
釈
し
た「
西

洋
人
に
納
め
る
た
め
に
生
血
が
搾
ら
れ

る
」と
い
う
流
言
が
広
ま
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
後
、
各
地
で「
血
税
一
揆
」と
呼

ば
れ
る
騒
擾
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
徴
兵
制
を
は
じ
め
と
す
る
新
政
府
政

策
へ
の
反
感
か
ら
起
こ
っ
た
一
揆
で
す
が
、

明
治
6
年
5
月
に
美
作
で
起
こ
っ
た
一
揆

の
首
謀
者
の
口
述
書
を
見
る
と「
流
言
ヲ

以
衆
心
ヲ
誑
惑
シ
」、
さ
ら
に
実
弟
に
白

衣
を
着
せ
て
村
に
出
没
さ
せ「
血
取
リ
ニ

来
ル
也
ト
呼
立
」と
あ
り
、
デ
マ
ゴ
ー
グ

と
し
て
民
衆
を
煽
動
し
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
こ
う
し
た
デ
マ
は
荒
唐
無
稽
で
あ
り
、

当
時
に
あ
っ
て
も
平
常
の
生
活
下
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
と
は
思

え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
西
洋
文

明
と
文
明
開
化
政
策
が
民
衆
の
理
解
を
超

え
た
脅
威
だ
っ
た
、
と
言
え
る
証
し
な
の

で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ら
は
笑
い
話
の
よ
う
で
す
が
、
当

時
と
似
た
よ
う
な
状
況
が
つ
い
最
近
、
私

た
ち
の
身
に
も
起
こ
り
ま
し
た
。

　
M
9
の
大
地
震
と
想
像
を
絶
す
る
大
津

波
、
そ
し
て
原
発
事
故
は
、
私
た
ち
が
体

験
す
る
未
知
の
大
災
害
で
あ
っ
た
た
め
、

ま
だ
見
ぬ
西
洋
文
明
の
脅
威
に
惑
わ
さ
れ

た
明
治
の
人
々
と
、
本
質
的
に
全
く
変
わ

ら
な
い
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

震
災
発
生
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
ネ
ッ
ト

を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
流
言
・
デ
マ
が
飛
び

交
い
、
標
的
と
な
っ
た
政
府
や
団
体
等
に

抗
議
や
中
傷
が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
の
混
乱

を
き
た
し
ま
し
た
。
左
の
表
は
、
そ
の
頃

の
主
な
流
言
・
デ
マ
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

さ
す
が
に
荒
唐
無
稽
な
も
の
は
少
な
い
で

す
が
、
な
ん
の
根
拠
も
な
い
デ
タ
ラ
メ
で

あ
る
こ
と
は「
生
血
」や「
妖
怪
」と
変
わ

り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
流
言
・
デ

マ
は
、
救
援
活
動
に
支
障
を
き
た
し
、
生

命
を
脅
か
す
危
険
さ
え
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

　
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
グ
に
よ
っ
て
個
人

が
情
報
を
発
信
し
や
す
い
現
代
に
お
い
て

は
、
流
言
・
デ
マ
は
簡
単
に
拡
散
し
て
い

き
ま
す
。
平
成
23
年
11
月
25
日
に
政
府
の

地
震
調
査
委
員
会
は
、
今
後
30
年
以
内
に

三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
で
M
9
ク
ラ
ス
の
地

震
が
起
こ
る
確
率
は
30
％
と
発
表
し
ま
し

た
。
さ
ら
な
る
大
地
震
も
予
測
さ
れ
る
今
、

防
災
対
策
の
一
環
と
し
て
私
た
ち
一
人
一

人
が
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
る
必
要
が

あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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大森付近の電信架設工事

荻上チキ『検証 東日本大震災の流言・デマ』より

日本人絵師の描いたペリーの肖像。
まるで妖怪のようだ。

（横浜開港資料館　所蔵）

廃
仏
毀
釈

製油所の爆発により、千葉県下に
有害物質の雨が降る。
埼玉県の水が放射性物質で汚染されている。
ヨウ素を含むうがい薬が放射能に効果がある。
外国人の犯罪が多発している。
性犯罪が激増している。
避難所で子どもが餓死している。
日本では救援物資の空中投下が認められていない。
天皇陛下が京都御所に避難された。
大震災は地震兵器による攻撃である。

東日本大震災に伴う主な流言・デマ
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