
だ
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し
ゃ

り

断

捨

離

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
い
、
界
中
で
感
染
者
が
一
千

八
百
万
人
以
上
、
死
亡
者
数
は
六
十
九
万
人
以
上(

八
月
五
日
現
在)

と

報
じ
ら
れ
、
生
活
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
で
ス
テ
イ
ホ
ー

ム
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
テ
レ
ワ
ー
ク(

在
宅
勤
務)

の
お
陰
で
断
捨
離
の

日
々
を
過
ご
し
て
い
る
方
も
多
く
居
ら
れ
る
と
聞
き
ま
す
。

断
捨
離
の
意
味
は
…
「
モ
ノ
を
捨
て
る
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！

革
命
的
な
片
付

け
術
と
し
て
考
案
者
の
「
や
ま
し
た
ひ
で
こ
さ
ん
」
が
、
断
ち
切
る
行
の
「
断
行
」、
捨
て

る
行
の
「
捨
行
」、
離
れ
る
行
の
「
離
行
」
と
い
う
三
つ
の
行
か
ら
考
え
だ
し
、
商
標
登
録

さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。

仏
教
的
な
視
点
か
ら
断
捨
離
を
読
み
解
く
に
は
、「
断
行
」、「
捨
行
」、「
離
行
」
の
三
つ

の
行
の
意
味
を
き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が
重
要
で
す
。「
断
行
」
の
中
に
は
、
入
っ
て
く
る
も

の
を
断
ち
切
る
、
欲
望
を
断
ち
切
る
、
習
慣
を
断
ち
切
る
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
人
間
に
は
百
八
も
の
煩
悩
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
煩
悩
と
は
人
間
の

苦
し
み
の
元
に
な
る
考
え
方
や
生
き
方
を
指
し
、
特
に
三
毒
と
呼
ば
れ
る
「
貪
欲
（
と
ん

よ
く
）」「
瞋
恚
（
し
ん
い
）」「
愚
痴
（
ぐ
ち
）」
の
三
つ
の
煩
悩
が
そ
の
根
源
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
貪
欲
と
は
執
着
や
必
要
以
上
に
求
め
る
心
、
瞋
恚
と
は
怒
り
や
憎
し
み
の
心
、
愚

痴
と
は
真
理
（
正
し
い
こ
と
）
に
対
す
る
無
知
な
心
を
意
味
し
ま
す
。
と
り
わ
け
真
理
を

知
ら
な
い
こ
と
を
指
す
「
愚
痴
」
は
す
べ
て
の
煩
悩
を
生
み
出
す
元
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
煩
悩
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
悪
い
習
慣
や
欲
望
、
不
要
な
情
報
を
捨
て
去
り
、
正
し

い
道
を
歩
む
こ
と
で
豊
か
な
人
生
が
開
け
る
の
で
す
。

捨
て
る
行
の
「
捨
行
」
と
は
執
着
心
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
、「
捨
（
し
ゃ
）」
に
は
、

文
字
通
り
モ
ノ
を
捨
て
去
る
と
い
う
意
味
と
、
中
立
・
平
等
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
家
に
溜
ま
り
に
溜
ま
っ
た
「
い
ら
な
い
モ
ノ
」
を
処
分
す
る
こ
と
を
指
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
後
者
の
中
立
・
平
等
と
い
う
意
味
は
、
特
定
の
人
や
モ
ノ
に
執
わ
れ

ず
に
平
等
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
恋
愛
や
仕
事
、
人
間
関
係
に
お
け
る
特
定
の

人
や
モ
ノ
へ
の
執
着
を
捨
て
去
る
こ
と
で
、
つ
ま
ら
な
い
嫉
妬
や
見
栄
か
ら
も
自
由
に
な

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
離
行
」
は
、
今
あ
る
モ
ノ
の
大
切
さ
を
知
る
。
様
々
な
事
柄
へ
の
執
着
心
か
ら
離
れ

る
こ
と
を
指
し
、
俗
世
か
ら
離
れ
る(

出
家)

に
通
じ
ま
す
。
俗
世
の
恋
愛
・
金
銭
・
飲
酒

な
ど
社
会
生
活
に
お
い
て
人
間
が
一
番
苦
悩
す
る
事
が
多
い
事
柄
を
指
し
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
欲
に
ま
み
れ
た
俗
世
か
ら
離
れ
、
静
か
で
何
も
な
い
環
境
に
身
を
置
く
こ
と
で
「
少

欲
知
足
」
の
境
地
に
至
り
ま
す
。「
少
欲
知
足
」
と
は
い
ろ
い
ろ
な
物
を
欲
し
が
ら
ず
、
現

在
の
状
態
で
満
足
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
あ
る
物
で
満
足
す
る
こ
と

で
、
不
満
や
劣
等
感
か
ら
自
分
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
小
さ
な
欲
を
捨
て
る

こ
と
で
、
広
い
視
野
で
物
事
を
見
る
力
を
養
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
今
ま
で
気
が
付

か
な
か
っ
た
人
生
の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
付
け
る
は
ず
で
す
。

お
大
師
様
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
説
か
れ
、
欲
望
・
煩
悩
は
全
て
が
悪
で
は
な
い
。
他

の
人
・
多
く
の
人
々
が
幸
せ
に
な
れ
る
よ
う
「
大
欲
」（
布
施
・
愛
語
・
利
行
・
同
事)

の

四
摂
法
を
行
う
こ
と
で
菩
提(

悟
り)

が
得
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
物
質
の
豊
か
さ

の
追
求
が
人
類
を
幸
せ
に
し
て
く
れ
る
の
か
、
身
も
心
も
頭
も
断
捨
離
し
て
菩
提
を
求
め

た
い
も
の
で
す
。

心

の

散

歩

道


