
笏
文
化
史
の
窓
②
髪

歴
史
学
と

「生
活
」

前
沢
伸
行

鹿
野
政
直

の
新
著

『
近
代
日
本

の
民
間
学
』

(岩
波
新
書
、

一
九
八
三
年
)

を
読

ん
だ
。
「
民
間
学
」

と
は
聞
き
な
れ
な

い
こ
と
ば
だ
が
、
鹿
野
に
よ
れ
ば
、

「
ど
う
す
れ
ぽ
人
間
が
学
問

の
主
人
公
と
な
り
う
る
か
、
い

い
か
え
れ
ば
ふ

つ
う
の
市
民
が
学
問

へ
の
自
発
性
を
喚
起
さ
れ
持
続
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
既

存

の
学
問
を
点
検
す

る
気
運
を

た
か
め
、
さ
ら
に
学
問

の
新
し
い
枠
組

へ
の

途
を

ひ
ら

い
て
ゆ
く

か
を
考
え
、
そ

の
意
識
を
過
去
に
投
影
さ
せ
る
と
き
」
、

近
代
日
本

に
お

い
て
、
富
国
強
兵

の
学
と
し

て
の
官
学

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム

「
の

ぞ
と

に

一
定

の
体
系
性
を
う
ち
た
て

つ
つ
結
実
し
た
学
問
」
が
存

在
し
た
こ

と

の
も

つ
意
義
が
大
き
く
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
学

問
を
総
称

し

て
、
鹿
野
は

「
民
間
学
」
と
呼
ぶ
。

本
書
で
は
、
「
民
聞
学
」
の
代
表
的
担

い
手
と
し

て
、
柳
田
国
男

・
伊
波
普
猷

・
津
田
左
右
吉

・
南
方
熊
楠

・
柳
宗

悦

・
喜
田
貞
吉

・
高
群
逸
枝

の
七
名
が

取
り
あ
げ

ら
れ

て
お
り
、

こ
れ
ら

の

人

々
の
残
し

て
い
る

い
ず
れ
も
膨
大
な
著
作
や
そ
の
生
涯
の
軌
跡

の
な

か
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
学
問

の
独
自
性

を
浮
か
び
あ
が

ら
せ
る
も

の
に
焦
点
を
絞

っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

鹿
野

の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
民
間
学
」
に

共
通
す
る
主
題
は

「
生
活
」

に
あ

っ
た
ー

「
柳

田
国
男
を
は
じ
め
と
す
る

創
始
者
た
ち
は
、

〈
国
家
>
11
〈
公
〉

の
ま
え
に

〈
私
〉

と
し
て
貶
視

せ

ら

れ

雌
伏
さ
せ
ら
れ
た

〈
生
活
〉
、

ま
た

〈
近
代
化
〉

に
よ

っ
て
往

々
に
破

壊

さ

れ

て
ゆ
く

<
生
活
〉

を
、

正
面
か
ら
み

つ
め
る
学
問

上
の
主
題
と
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

〈
生
活
〉

の
復
権
を
は
か
る
と
と
も
に
、

社
会
に
問
題
を

提
起

し
た
の
で
あ

っ
た
」
。

私
が
鹿

野
の
研
究

に
は
じ
め
て
接

し
た
の
は
、

一
九
七
〇
年
前
後

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
「
民
衆
思
想
史
」
と
呼
ば
れ

た
研
究

の
潮
流
が
、
顕
著
な
成
果
を

あ
げ

て
い
た
時
期

で
あ

る
。
私
は
、
色
川
大
吉

(『
明
治
精
神
史
』

一
九
六
四

年
)

や
安
丸
良
夫

(『
日
本

の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』

一
九
七
四
年
)

の
書

物
と
と
も

に
、
「
民
衆
思
想
史
」
を
代
表
す
る
研
究
者
と
目
さ
れ
て
い
た
鹿
野

の
著
作

(『
資
本
主
義
形
成
期

の
秩
序
意
識
』

一
九
六
九
年
)
に
眼
を
通
し
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
人

々
は
、
色
川
が
明
確
に
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、

一

九
六
〇
年

の
安
保
闘
争
を
政
党
組
織

・
知
識
人
と

一
般
国
民
の
乖
離

に
起

因

す

る
敗
北

・
挫
折

の
過
程
と
し
て
う
け
と
め
な
が
ら
も
、

こ
う
し
た
敗
北
体

験

の
も

つ
意
味
を
捉
え
る
た
め
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
幕
末

か
ら
明
治

に
か
け

て
の
革
命
的
運
動

の
再
検
討
に
向

か

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な

が
ら
、
「
未
発

の
契

機
」
・
「
底
辺
の
視

座
」
や

「
通
俗
道
徳
」

な
ど

の
概
念

を

も

っ
て
当
時

の

一
般
の
人
々
の
意
識

や
行
動

を
鮮

や
か
に
形
象
化

し
た
色
川

や
安
丸
と
比
べ
る
と
、
鹿

野
の
仕
事

は
地
味

で
あ

っ
た
。

そ
れ
か
ら

二

二
年
の
歳

月
が
流
れ

た
今
、

一
九

六
〇
年
代

の

「
民
衆
思
想

史
」
を
主
導
し
た
こ
れ

ら
三
名

の
研
究
者

の
そ

の
後

の
軌
跡
は
対
照
的

で
あ

る
。
土
俗
的
世
界

に
属
す

る
人

々
の
生
き
方
を
反
近
代

の
立
場

か
ら
執
拗
に

追
究
す

る
色
川
、

ひ
た
す

ら
百
姓
的
世
界

に
沈
潜
す
る
安
丸

に
対
し
て
、
私

は
、
徐

々
に
そ
の
守
備
範
囲
を
拡
大

し

つ
つ
、
自
己

の
歴
史
観
を
何

と
か
概

念
化

し
よ
う
と

し
て
い
る
鹿
野

の
歩
み

に
注
目
し
た

い
。
と
は
い

っ
て
も
、

私

は
鹿
野

の
必
ず

し
も
忠
実
な
読
者

で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
度
だ
け

鹿
野

の
講
演
を
聞

い
た

こ
と
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
も
、
た
ま
た
ま
古
代

ロ
ー
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マ
史

関
係

の
講
演
が
同
時

に
予
定
さ
れ

て
い
た
と

い
う
偶
然

に
す
ぎ
な
か

っ

た
の
で
あ

る
ー

そ
の
講
演

は
後

に

「
日
本
文
化
論

の
歴
史
」
と

し
て
、
『
史

学
雑
誌
』

(八
七
編

三
号
、

一
九
七
八
年
L

に
発
表
さ
れ

た
。

こ
の
講
演

の

冒
頭
で
鹿
野
は
、
そ
れ
ま
で
従
事

し
て
き

た
、

地
に
足
の

つ
か
な

い
観
念

の

歴
史
で
あ

る
思
想
史
か
ら

「
地
面

に
足
を
お
ろ
し
た
歴
史
」
と

し
て
の

「
生

活
史
」

へ
降
り
て
い
く
た
め
に
は
、

ワ
ン

・
ク

ッ
シ

ョ
ン
置
く
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
が
文
化

の
問
題
を
論
ず

る
理
由
で
あ

る
、

と
の
趣
旨

の
発
言

を
し

て
い

る
。
ま
た
、
「,生
活
史
の
構
造
」
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
い
ず
れ

は

「
社
会

史

つ
ま
り
全
体
史
」

へ
と
視
野
を
広
げ

た
い
、

と
も
付
け
加

え
て
い
る
。
歴

史
学

の
枠
組
を
め
ぐ
る
そ
れ
ま

で
の
ス
コ
ラ
学
的
議
論
に
う
ん
ざ
り
と
し
て

い
た
私

に
と

っ
て
、
「
生
活
」
を

キ
i

・
ワ
ー
ド
と
し
て
歴
史
学
の
新
し
い
枠

組

を
構
築
す

べ
し
と
い
う
主
張

は
、
印
象
深
く
感
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
鹿
野

と
は
異
な

る
立
場

か
ら
、

一
般

の
人

々
の
日
常
生

活
に
焦
点
を
あ
て
た
歴
史
研
究
の
新
し
い
流
れ
が
登
場
し
て
き
た
ー

「社

会

史
」
と
呼
ば
れ
る
潮
流

で
あ
る

(
こ
れ

に

つ
い
て
は
、
本
誌
創
刊
号

に
大
江

一
道
氏
が
執

筆
さ
れ
て
い
る
簡

に
し
て
要

を
得

た
概
観

を
参
照
さ
れ

た
い
)
。

私
は
、
「
社
会
史
」
的
研
究

の
問
題
提

起
に
は
共

感
を
覚

え
る
も

の
の
、
今
な

お

一
抹

の
不
安
を
捨
て
き

れ
な
い
で
い
る
。

そ
れ

は
、

マ
ル
ク

ス
主
義
史
学

と

「
近
代
主
義
」
史
学
を
中
核

と
し
て
顕
著
な
業

績
を
残
し
て
き

た

「
戦
後

歴
史
学
」

に
対
す
る

「
社
会
史
」

の
関
係

が
い
ま

一
つ
明
確

で
な

い
こ
と

と

と
も

に
、
特

に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史

の
分
野
で
は
、
こ
う
し
た
研

究
動
向

は
結
局

の
と

こ
ろ

「
ア
ナ
ー
ル
学
派
」
な
ど

の
受
け
売
り
に
終
わ

っ
て
し
ま
う
の
で

は
な

い
か
、
と

の
危
惧
を

ぬ
ぐ
う

こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る

(「
西
洋
」

史
研
究

に
お

い
て
、
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
現
代

の
日

本
と

い
う
大
地

の
上

に
自
ら

の
足

で
立

つ
こ
と

で
あ
る
。
わ
が
国

の
「
西
洋
」

史
研
究

の
独
自
性
と
は
、
畢
竟
そ
う
し
た
こ
と
の
結
果

に
す
ぎ
な

い
。
そ

の

た
め

に
は
、
私
た
ち

の
研
究
は
広
く
国
民

の
間
に
根

を
お
ろ
し
た
も

の
と
な

ら

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
戦
前

・
戦
申

の
わ
が
国

の
学
問
が
い
か
に
国

民
か

ら
遊
離

し
た
形

で
行
な
わ
れ

て
き
た

か
、
そ

の
た
め
に
時
代

の
流
れ
に
抵

抗

す

る
力
が

い
か
に
弱

か

っ
た
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

の
こ
と
は
銘

記
さ
れ

ね
ば
な

ら
な

い
)
。

私
が

「
社
会
史
」

に
対

し
て
こ
う

し
た
危
惧

の
念
を
抱

い
て
い
る
時
に
、

鹿
野
の

『
近
代
日
本

の
民
間
学
』
が
発
表
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ

の
書
物
は
、

前

述

の
講
演

で
語

ら
れ

て
い
た
、
思
想
史

か
ら
、
文
化

の
問
題

の
検
討
を
経

て

「
生
活
史
」

の
構
築

へ
向

か
う
と
い
う
道
程

の
な

か
で
、
確
実
な

一
歩
を

進
め
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

鹿
野
の
歩

み
は
慎

重

・
着
実

で
あ

る
。
そ
れ

と
と
も

に
、
「
民
間
学
」
に
対
す
る
着
目
は
、
や
は
り
鹿
野
な
ら
で
は
の
も

の

で
あ

る
。

か

っ
て
あ
る
出
版
社

の
企
画
に
編
集
委
員
と
し
て
加

わ

っ
た
鹿
野

は
、
同
席

し
た
他

の
委
員
が
す

べ
て
国
立
大
学
出
身
者
で
あ

っ
た
こ
と
に

一

種

の
気
お
く
れ
を
感
じ
た
、
と
卒
直
に
告
白
し
て

い
る

(新

版

『
岩
波
講

座

日
本
歴
史
』

二
六
巻

「
月
報
」
、

一
九
七
六
年
)
。
私
大
出
身

の
鹿
野
だ

っ
た

か
ら
こ
そ
、
「
民
間
学
」
の
も

つ
現
代
的
意
義

に
照
明
を
あ

て
る
こ
と
が
で
き

た
、

と
の
感
が
私

に
は
強

い
。
現
代
日
本

の
現
実

の
な

か
に
着
実
に
根
を
は

っ
た
新

た
な
歴
史
学

の
枠
組

の
創
造
は
、
お
そ
ら
く
、

こ
う
し
た
手
続
を
通

じ
て
の
み
可
能

で
あ

ろ
う
。

「
民
間
学
」

に
関
す
る
成
果
を
踏
ま
え
て
ど

の

よ
う
な

「
生
活
史
」

の
枠
組

を
提
唱
す

る
の
か
、
鹿
野

の
今
後

の
研
究
に
期

待

し
た
い
。

(
ま
え
ざ

わ

の
ぶ
ゆ
き

・
兼
任

・
西
洋
文
化
史
)
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