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「
九
鬼
守
隆
が
主
人
公
の
歴
史
小
説

の
連
載
が
始
ま
り
ま
し
た
！
」

鳥
羽
城
の
築
城
主
で
、
九
鬼
水

軍
の
大
将
で
あ
る
九
鬼
嘉
隆
に
つ

い
て
は
、
み
な
さ
ん
も
ご
存
じ
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
嘉
隆
の

跡
を
継
い
だ
息
子
・
守も

り

隆た
か

に
つ
い

て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

守
隆
は
天
正
元
（
１
５
７
３
）

年
に
鳥
羽
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
慶

長
２
（
１
５
９
７
）
年
に
嘉
隆
か

ら
家
督
を
継
ぎ
、
慶
長
５

（
１
６
０
０
）
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い

で
は
、
家
康
方
の
東
軍
に
つ
き
、

西
軍
に
つ
い
た
父
・
嘉
隆
と
船
津

で
戦
い
を
し
て
い
ま
す
。
戦
後
、

守
隆
は
父
の
助
命
を
家
康
に
嘆
願

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、

伝
え
ら
れ
る
直
前
に
す
で
に
嘉
隆

は
自
害
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

父
の
死
は
あ
っ
た
も
の
の
、

関
ヶ
原
の
戦
い
の
功
績
に
よ
り
守

隆
の
領
地
は
３
万
５
千
石
に
２
万

石
加
増
、後
に
１
千
石
加
増
さ
れ
、

九
鬼
家
は
５
万
６
千
石
と
な
り
、

繁
栄
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
し
た

慶
長
19
（
１
６
１
４
）
年
の
大

坂
冬
の
陣
で
も
守
隆
は
、
徳
川
の

幕
府
方
の
水
軍
と
し
て
出
陣
し
、

手
柄
を
た
て
て
い
ま
す
。
九
鬼
家

は
守
隆
の
時
代
に
も
引
き
続
き
水

軍
と
し
て
外
様
の
小
さ
な
大
名
な

が
ら
水
軍
部
隊
と
し
て
特
殊
な
地

位
に
あ
っ
た
の
で
す
。
嘉
隆
の
影

に
隠
れ
が
ち
で
す
が
、
守
隆
は
鳥

羽
藩
の
初
代
藩
主
と
し
て
、
非
常

に
優
秀
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

そ
ん
な
守
隆
が
主
人
公
と
な
っ

た
歴
史
小
説
が
７
月
２
日
か
ら
中

日
新
聞
の
夕
刊
紙
上
で
連
載
が
始

ま
り
ま
し
た
。
著
者
は｢

信
長
の

棺｣

と
い
う
作
品
で
、
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
っ
た
加
藤
廣
氏
で
す
。

将
来
的
に
大
河
ド
ラ
マ
化
の
原
作

に
な
る
作
品
と
し
て
期
待
は
膨
ら

み
ま
す
。
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平成24年版
男女共同参画白書

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
は
、

「
平
成
24
年
版
男
女
共
同
参
画
白

書
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

男
女
共
同
参
画
白
書（
以
下「
白

書
」）
と
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
基
本
法
に
基
づ
き
、
毎
年
国
会

に
提
出
す
る
も
の
で
、
そ
の
年
の

男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す
る
課

題
な
ど
を
掲
げ
た
も
の
で
す
。

本
年
の
白
書
は
、「
男
女
共
同

参
画
の
視
点
か
ら
の
防
災
・
復
興
」

が
特
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
こ
の
白
書
に
お
け
る

調
査
で
、
女
性
は
、
男
性
に
比
べ
、

総
じ
て
災
害
の
影
響
を
受
け
や
す

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、ま
た
、

男
性
は
、
日
ご
ろ
か
ら
地
域
社
会

と
の
関
わ
り
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
仮
設
住
宅
な
ど
に
お
い
て
孤

立
化
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、

復
旧
・
復
興
の
プ
ロ
セ
ス
で
、
男

女
の
ニ
ー
ズ
の
違
い
に
配
慮
す
る

必
要
が
あ
る
、と
分
か
り
ま
し
た
。

特
集
の
最
後
で
は
、
女
性
は
決

し
て
守
ら
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は

な
く
、
男
性
と
と
も
に
災
害
へ
の

備
え
に
主
体
的
に
取
り
組
む
べ
き

存
在
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
声
を

出
し
に
く
い
、
あ
る
い
は
そ
の
声

が
届
き
に
く
い
人
々
に
配
慮
し
、

誰
を
も
排
除
し
な
い
社
会
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
は
、
災
害
の
影

響
を
受
け
や
す
い
人
々
の
孤
立
化

な
ど
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
こ
と
に

つ
な
が
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
視
点
は
、

被
災
時
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な

く
、
社
会
全
体
の
あ
り
方
に
関
わ

る
こ
と
と
し
て
、
日
ご
ろ
か
ら
必

要
と
さ
れ
る
も
の
で
、「
男
女
共

同
参
画
社
会
の
実
現
は
、
災
害
に

強
い
社
会
づ
く
り
で
も
あ
る
」
と

締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

九鬼守隆の墓（兵庫県三田市）

守隆が寄進した常安寺の石灯籠
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