
「
真
夜
中
の
少
年
」

選
評

立
原
正
秋

こ
こ
数
年
の
間
、
中
間
小
説
が
量
産
さ
れ
す
ぎ
、

質
が
落
ち
た
と
い
う
声
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
ま
す

。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
事
実
の
よ
う
で
す
。
そ
う
し

た
時
点
を
踏
ま
え
て
周
囲
を
見
回
し
ま
す
と
、
平

忠
夫
氏
の<

真
夜
中
の
少
年>

の
当
選
は
動
か
せ
な

い
こ
と
と
思
え
ま
し
た
。
「
文
学
界
」
向
き
で
は

な
い
か
と
の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
気

が
つ
い
て
い
な
が
ら
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
わ

け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
で
し
た
。(

中
略)

今
回
は

質
の
違
う
作
品
が
二
作
当
選
と
な
り
ま
し
た
が
、<

真
夜
中
の
少
年>

に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
読
者
か

ら
も
、
「
オ
ー
ル
読
物
」
的
で
は
な
い
と
い
っ
た

声
が
あ
が
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
辺

で
小
説
の
質
の
低
下
を
防
い
で
お
か
な
い
と
、
中

間
小
説
雑
誌
は
エ
ロ
小
説
に
な
り
講
談
雑
誌
に
な

る
気
が
し
ま
す
。
今
日
ほ
ど
雑
誌
の
数
が
多
く
出

て
い
る
時
代
は
か
つ
て
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ

こ
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
書
き
手
が
神
の
量
に
流
さ
れ

、
し
ま
い
に
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
ゆ
く
時
代
で

す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
心
に
と
ど
め
て
お
い
た
方

が
い
い
か
と
考
え
ま
す
。



遠
藤
周
作

（
前
略
）「
地
虫
」
（
難
波
利
三
）
と
「
真
夜
中
の

少
年
」
が
最
後
に
残
り
、
南
條
、
駒
田
の
両
委
員
が
「

地
虫
」
を
、
立
原
、
曽
野
の
両
氏
と
私
と
が
「
真

夜
中
の
少
年
」
を
お
す
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
が

、
私
の
考
え
か
ら
言
う
と
「
地
虫
」
は
手
な
れ
た

小
説
で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
の
「
オ
ー
ル
読

物
」
新
人
賞
作
品
に
よ
く
あ
っ
た
型
の
小
説
で
あ

り
、
そ
う
い
う
意
味
で
新
鮮
味
に
乏
し
い
。
（
中
略

）そ
の
点
に
比
べ
る
と
「
真
夜
中
の
少
年
」
に
は
新
し

い
魅
力
が
あ
り
、
今
後
の
新
人
賞
の
応
募
者
に
も
「

オ
ー
ル
読
物
」
は
こ
う
い
う
作
品
を
も
認
め
る
幅

を
持
つ
と
い
う
意
味
で
お
し
た
の
で
あ
る
。
（
た
だ

し
、
こ
の
小
説
は
文
章
の
整
理
が
多
少
、
必
要
だ
と

思
っ
た
）
（
後
略
）



駒
田
信
二

（
前
略
）
平
龍
生
氏
の
「
真
夜
中
の
少
年
」
は
遠

藤
委
員
が
強
く
推
し
た
。
そ
の
理
由
は
同
氏
が
書

か
れ
る
と
思
う
が
、
私
は
選
考
委
員
会
に
出
る
前
ま

で
は
、
「
―
た
。
」
「
―
た
。
「
―
た
。
」
と
い
う
短
い

文
章
の
羅
列
を
、
小
説
の
文
体
で
は
な
い
よ
う
に
思

っ
て
い
た
の
だ
が
、
遠
藤
氏
の
説
明
を
き
い
て
い
る

う
ち
に
、
そ
の
テ
ー
マ
と
と
も
に
こ
う
い
う
文
体
に

も
工
夫
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
そ
う

い
え
ば
そ
れ
な
り
に
「
―
。
」
「
―
。
」
の
羅
列
の
中

か
ら
、
一
種
の
無
気
味
な
響
き
が
出
て
く
る
と
思
い

な
お
し
て
、
当
選
作
と
す
る
な
ら
そ
れ
も
よ
か
ろ

う
と
、
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。
（
後
略
）



南
條
範
夫

(

前
略
）「
真
夜
中
の
少
年
」
―
こ
の
作
は
む
し
ろ
文

学
界
向
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
本
賞
の

幅
を
広
げ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
当
選
作
と
し
て

結
構
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
漂
う
不
気
味
な
雰
囲

気
は
認
め
る
が
、
そ
の
幻
想
が
独
り
よ
が
り
の
点
が

あ
り
、
ま
だ
充
分
に
読
者
ま
で
同
化
さ
せ
る
に
至
っ

て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
（
後
略
）



曽
野
綾
子

何
が
い
い
小
説
か
を
決
め
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ

を
改
め
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
い
つ
も
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、
最
終
審
査
に
残
さ
れ
た
小
説
の
殆

（
ほ
と
ん
）
ど
は
、
実
に
達
者
で
あ
る
。
小
説
の

作
り
方
を
心
憎
い
ほ
ど
心
得
て
い
る
と
い
う
感
じ
で

あ
る
。
ど
こ
を
ど
う
抑
え
て
、
型
に
は
め
れ
ば
、

き
ち
っ
と
仕
上
る
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
見
え

て
い
る
方
達
ば
か
り
だ
と
思
う
。

し
か
し
小
説
は
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
人
形
焼

き
で
も
焼
く
よ
う
に
巧
者
な
お
話
を
作
り
上
げ
る

こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
ん
な
意
味
で
、
私
は
今

回
は
迷
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
真
夜
中
の
少
年
」
だ
け
に
文
学
を
感
じ
た
。

こ
れ
は
一
種
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
ジ
ャ
ン
グ
ル

を
描
い
た
恐
怖
小
説
で
あ
る
。
ひ
ゅ
ー
い
と
音
を

立
て
て
上
が
っ
て
来
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
中
の
、

現
実
と
あ
や
め
も
つ
か
ぬ
う
っ
と
う
し
い
世
界
が

、
人
間
の
心
を
し
ん
浸
蝕
（
し
ん
し
ょ
く
）
し
、

分
裂
さ
せ
る
。
も
う
少
し
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
も

っ
と
、
冷
た
く
輝
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
部
分

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
の
一
方
的
な
好
み
で
あ
る

。
こ
の
作
品
に
は
小
説
に
大
切
な
強
引
な
感
覚
と

余
韻
が
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
（
後
略
）

【
講
評
了
】


