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手
紙
を
書
こ
う

特
集

 

学
習
の
流
れ

（
１
）
育
成
を
目
指
す
言
語
能
力
・

　
　

 

主
た
る
評
価
規
準

▼
事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
が
相
手
に
効
果
的

に
伝
わ
る
よ
う
に
、
説
明
や
具
体
例
を
加
え
た

り
、
描
写
を
工
夫
し
た
り
し
て
書
く
能
力

▼
目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、

書
式
を
工
夫
し
て
手
紙
を
書
く
能
力

 

は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
の
二
年
生
の
言
語
活
動
例
と

し
て
「
社
会
生
活
に
必
要
な
手
紙
を
書
く
こ
と
」

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
目
的
や
場
面
・
相

手
に
応
じ
た
手
紙
の
書
き
方
、
自
分
の
考
え
や
心

情
を
正
し
く
相
手
に
伝
え
る
力
、
敬
語
の
使
い
方
、

手
紙
の
書
式
、
優
れ
た
手
紙
文
を
味
わ
う
こ
と
な

ど
、「
手
紙
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
総
合
的
な
活
動

が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

手
紙
を
書
く
際
に
は
、
伝
え
る
相
手
の
立
場
や

気
持
ち
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
伝
え
た
い
内
容

の
中
心
を
明
確
に
し
て
、
言
葉
を
選
び
、
気
持
ち

を
込
め
て
書
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
手

紙
を
書
く
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
敬
語
に
つ

い
て
は
、
二
年
生
で
は
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に

関
す
る
事
項
の
中
に
「
敬
語
の
働
き
な
ど
に
つ
い

て
理
解
す
る
こ
と
」、
三
年
生
で
は
「
敬
語
を
社

会
生
活
の
中
で
適
切
に
使
う
こ
と
」
と
あ
る
。
本

実
践
は
二
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
だ
が
、
今

回
は
三
年
生
の
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
で
扱
う
こ
と

と
し
た
。

（
２
）
学
習
計
画
（
全
４
時
間
）

（
３
）
指
導
上
の
留
意
点

①
Ａ
〜
Ｄ
の
四
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
目
的
や
場

面
・
相
手
に
応
じ
て
書
き
分
け
さ
せ
る
。

・
手
紙
は
目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
必
要
な

情
報
が
異
な
る
。

・
い
つ
も
思
う
が
、
気
持
ち
を
言
葉
で
伝
え
る
の

は
難
し
い
。

・
手
紙
の
最
後
に
相
手
の
幸
せ
を
祈
る
一
文
を
添

え
る
の
は
と
て
も
よ
い
。
反
面
、
空
虚
で
形

式
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

・
尊
敬
語
と
謙
譲
語
の
使
い
方
が
難
し
い
。

・
メ
ー
ル
は
要
件
を
簡
潔
に
書
く
の
で
書
き
や
す

い
。
反
面
、
要
件
を
書
く
だ
け
な
の
で
そ
っ

け
な
い
。

 

お
わ
り
に

　

国
際
化
・
情
報
化
の
進
展
、
ま
た
人
間
関
係
の

希
薄
化
、
さ
ら
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

向
上
の
必
要
性
等
、
今
後
ま
す
ま
す
「
手
紙
を
書

く
力
」
や
「
事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
を
相
手

に
効
果
的
に
伝
え
て
い
く
力
」
の
育
成
が
重
要
と

な
っ
て
く
る
。

　

今
回
、
試
み
と
し
て
四
つ
の
事
例
に
つ
い
て
手

紙
を
書
く
こ
と
で
「
手
紙
は
目
的
や
場
面
・
相
手

に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書
式
に
違
い
が
あ
る
こ

と
」
を
学
ん
だ
。
今
後
も
手
紙
を
書
く
機
会
を
設

け
て
、
機
に
応
じ
た
セ
ン
ス
の
よ
い
手
紙
、
さ
ら

に
は
手
紙
だ
け
で
は
な
く
報
告
文
、
案
内
文
等
を

書
く
力
も
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
特
に
時
候
の
挨
拶
や
敬
語
を
適
切
に
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
改
ま
っ
た
表
現
や
親
し
み
や
す

い
表
現
等
に
な
る
。

②
内
容
や
表
現
等
を
工
夫
し
、
書
き
手
の
個
性
や

気
持
ち
が
生
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

（
４
）
単
元
を
終
え
て
の
生
徒
の
感
想

　

手
紙
の
書
式
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
そ
の
素

晴
ら
し
さ
に
感
動
・
納
得
す
る
生
徒
も
い
た
が
、

一
部
、
疑
問
を
感
じ
る
生
徒
も
い
た
。
手
紙
を
自

分
の
意
見
や
心
情
を
効
果
的
に
伝
え
る
有
効
な
ツ

ー
ル
と
し
て
熟
知
さ
せ
て
い
き
た
い
。
敬
語
に
関

し
て
は
日
常
的
に
繰
り
返
し
指
導
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

・
手
紙
の
書
式
は
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
で
あ
り
、
由
緒
が

あ
っ
て
よ
い
。

・
時
候
の
挨
拶
の
あ
と
安
否
を
問
う
が
、
「
ご
清

祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い

う
の
は
、
本
当
に
そ
う
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
少
し
無
責

任
と
い
う
か
冷
た
い
。

・
手
紙
の
書
式
に
し
た
が
っ
て
書
く
と
気
持
ち
が

う
ま
く
伝
え
ら
れ
て
よ
い
。
反
面
、
堅
苦
し

い
感
じ
が
し
て
、
相
手
に
よ
っ
て
は
自
分
の

気
持
ち
が
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

国
語
へ
の

関
心
・
意
欲
・

態
度

　

自
分
の
意
見
や
心
情
が
相
手
に

効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
手
紙
を

書
い
て
い
る
。

　

目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て

工
夫
し
て
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

書
く
能
力

　

事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
が

相
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う

に
、説
明
や
具
体
例
を
加
え
た
り
、

描
写
を
工
夫
し
た
り
し
て
書
い
て

い
る
。

言
語
に
つ
い

て
の
知
識
・

理
解
・
技
能

　

相
手
や
目
的
に
応
じ
て
、
話
や

文
章
の
形
態
や
展
開
に
違
い
が
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
第

二
学
年
イ

（オ）
）

第１時

①
単
元
の
流
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

②
手
紙
の
書
式
に
つ
い
て
学
ぶ
。そ
の
際
、

手
紙
の
書
式
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考

え
る
。

③
既
習
事
項
の
敬
語
（
尊
敬
語
・
謙
譲
語
・

丁
寧
語
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

第２時
　

四
人
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
各
グ
ル
ー
プ

で
次
の
四
つ
の
中
か
ら
一
つ
を
分
担
し
て

手
紙
を
書
く
。

Ａ 

小
学
校
六
年
生
の
と
き
の
担
任
に
近

況
を
知
ら
せ
る
手
紙
。

Ｂ 

保
護
者
に
誕
生
日
祝
い
を
も
ら
っ
た

お
礼
の
手
紙
。

Ｃ 

転
校
し
た
友
達
に
近
況
報
告
を
す
る

手
紙
。

Ｄ 

転
校
し
た
友
達
に
近
況
報
告
を
す
る

メ
ー
ル
。

第３時

①
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
書
い
た
手
紙
を
発

表
す
る
。
そ
の
際
、
次
の
三
つ
の
観
点

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ア 

目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語

を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
。

イ 

内
容
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
た
か
。

ウ 

そ
の
他
、
特
徴
的
な
点
。

②
Ａ
〜
Ｄ
の
手
紙
に
つ
い
て
、
目
的
や
場

面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書

式
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。

第４時
　

前
時
に
学
ん
だ「
手
紙
は
目
的
や
場
面
・

相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書
式
に
違

い
が
あ
る
こ
と
」
に
気
を
つ
け
て
、
実
際

に
手
紙
を
書
き
、
先
方
に
送
る
。

※
便
箋
と
封
筒
、
切
手
を
用
意
す
る
。
生

徒
に
は
先
方
の
住
所
と
正
確
な
氏
名
を

調
べ
て
お
く
よ
う
に
、
事
前
に
指
示
し

て
お
く
。

　

そ
の
際
、
目
的
や
場
面
・
相
手
に
つ
い

て
は
生
徒
に
決
め
さ
せ
る
。
決
め
か
ね

て
筆
が
進
ま
な
い
生
徒
に
は
、
第
２
時

の
Ａ
〜
Ｄ
の
中
か
ら
選
ぶ
よ
う
に
支
援

す
る
。

0809



実 践
提 案

手
紙
を
書
こ
う

特
集

作
者
に
出
会
う
た
め
に 

―
兼
好
法
師
に「
手
紙
」
を
書
く
―

 

は
じ
め
に

　

竹
西
寛
子
氏
は
、「
作
者
に
逢
え
る
か
」（
月
刊

国
語
教
育
研
究
一
九
九
五
年
二
月
号
）
で
、「
古
典
文

学
に
限
ら
な
い
が
、
文
学
作
品
を
読
む
時
の
私
に

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は
、
作
者
に
逢
え
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
、そ
し
て
、「
自

分
の
全
知
識
と
感
受
性
を
全
開
し
て
作
品
を
読
み
、

た
と
え
一
瞬
に
も
せ
よ
作
者
に
逢
え
た
、
と
感
じ

ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
時
か
ら
改
め
て
、
私
の
そ
の

作
品
へ
の
愉た
の

し
い
親
近
や
探
索
が
始
ま
る
の
で
あ

る
。
作
者
が
生
き
て
私
が
生
き
る
。
私
が
生
き
て

作
者
が
生
き
る
。」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
稿
で
は
、
学
習
者
が
古
典
に
興
味
を
も
ち
、

全
力
で
読
み
、
作
品
に
親
近
感
を
も
ち
、
作
品
に

「
愉
し
さ
」
を
感
じ
取
れ
る
方
法
と
し
て
、「
作
者

に
手
紙
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
作
者
に
出
会

う
」
実
践
を
紹
介
し
た
い
。「
作
者
へ
の
手
紙
」
は
、

い
わ
ば
作
者
と
の
対
話
と
も
い
え
よ
う
。
学
習
者

が
作
者
と
向
き
合
う
の
に
適
し
た
方
法
だ
と
思
う
。

　

対
象
が
古
典
で
あ
れ
ば
、
時
代
を
超
え
て
変
わ

ら
な
い
も
の
を
見
つ
け
た
り
、
現
代
と
の
違
い
を

感
じ
た
り
と
、
主
体
的
な
読
み
が
成
立
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

学
習
の
流
れ
（
全
５
時
間
）

▼
生
徒
に
紹
介
し
た
段

①
「
神
無
月
の
こ
ろ
」（
第
十
一
段
）

②
「
同
じ
心
な
ら
む
人
」（
第
十
二
段
）        

③
「
い
づ
く
に
も
あ
れ
」（
第
十
五
段
）

④
「
名
を
聞
く
よ
り
」（
第
七
十
一
段
）           

⑤
「
何
事
も
入
り
立
た
ぬ
」（
第
七
十
九
段
）

⑥
「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
」（
第
九
十
二
段
）

⑦
「
高
名
の
木
登
り
」（
第
百
九
段
）           

⑧
「
双
六
の
上
手
」（
第
百
十
段
）  

⑨
「
友
と
す
る
に
わ
ろ
き
も
の
」（
第
百
十
七
段
）

⑩
「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
」（
第
二
百
三
十
六
段
）

▼
選
ん
だ
視
点

・
今
も
昔
も
人
間
の
思
い
、
弱
点
は
同
じ
な
ん
だ

な
と
共
感
で
き
る
内
容

・
中
学
生
の
興
味
・
関
心
に
合
わ
せ
、
読
み
取
り

や
す
い
内
容

・
類
似
の
経
験
を
思
い
起
こ
せ
る
内
容

▼
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト

『
徒
然
草
』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

　

こ
の
本
は
、
原
文
や
通
釈
の
ほ
か
に
、
テ
ー
マ

を
示
す
見
出
し
や
解
説
、
寸
評
が
付
い
て
い
る
。

総
ル
ビ
で
、
資
料
や
挿
絵
も
豊
富
で
理
解
し
や
す

く
、
興
味
を
も
っ
て
読
め
る
。

▼
口
語
訳
を
読
む
と
き
に

・
内
容
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
読
ま
せ
る
テ
キ

ス
ト
の
段
ご
と
、
訳
者
の
コ
メ
ン
ト
の
脇
に
、

小
さ
な
メ
モ
欄
（
私
も
ひ
と
こ
と
）
を
設
け

て
お
き
、
自
分
の
つ
ぶ
や
き
や
、
同
じ
よ
う

な
体
験
が
な
か
っ
た
か
を
思
い
出
さ
せ
て
書

か
せ
る
。

 

お
わ
り
に

　

班
で
「
手
紙
」
を
見
せ
合
う
姿
は
生
き
生
き
と

し
て
い
た
。
手
紙
を
読
み
、
兼
好
法
師
の
も
の
の

考
え
方
が
よ
く
わ
か
る
と
と
も
に
、
手
紙
の
書
き

手
（
生
徒
）
ど
う
し
に
つ
い
て
新
た
な
発
見
が
あ

っ
た
と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
。

　

作
者
に
「
手
紙
」
を
書
か
せ
る
こ
と
で
見
え
て

く
る
も
の
は
想
像
以
上
に
大
き
い
よ
う
だ
。
ま
さ

に
新
学
習
指
導
要
領
二
年
「
ア　

伝
統
的
な
言
語

文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
「
（
イ
）
古
典
に
表
れ

た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や

作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
」
が
、
そ
の

ま
ま
の
形
で
実
践
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

ま
た
、
作
品
や
作
者
を
身
近
に
感
じ
る
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
体
験
と
比
較
さ
せ
、
関
連
さ
せ
な

が
ら
「
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
き
っ
か

け
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

今
回
は
口
語
訳
を
読
み
な
が
ら
の
学
習
と
な
っ

た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
原
文
に
も
っ
と
触

れ
さ
せ
、
古
文
の
文
体
の
特
徴
や
魅
力
に
気
づ
か

せ
る
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

2

第１・２時
「出会い①」

・
作
品
や
作
者
に
つ
い
て
解
説
。

・
二
年
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

（
第
五
十
二
段
）
の
音
読
、
口
語

訳
を
完
成
さ
せ
る
。

・
こ
の
段
の
作
者
の
思
い
を
想
像

し
、
感
想
を
も
つ
。

第３時
「出会い②」

・
徒
然
草
の
他
の
段
の
口
語
訳
を
読

む
。
（
簡
単
な
感
想
メ
モ
を
と
り

な
が
ら
）

第４時
「手紙を書く」

・
読
み
取
っ
た
段
の
中
か
ら
二
つ
の

段
を
選
び
、
作
者
・
兼
好
法
師
に

手
紙
を
書
く
。
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
書
き
込
む
）

第５時
「交流」

・
班
で
手
紙
を
読
み
合
う
。

・
班
の
代
表
を
決
め
て
、
み
ん
な
の

前
で
発
表
す
る
。
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実 践
提 案

手
紙
を
書
こ
う

特
集

 

は
じ
め
に

　

中
学
校
で
手
紙
を
扱
う
ケ
ー
ス
は
、
①
国
語
の

時
間
で
形
式
を
中
心
に
し
た
指
導
、
②
特
別
活
動

や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
職
場
体
験
等
の
お
礼

な
ど
を
書
く
指
導
と
、
大
き
く
二
つ
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
授
業
が
終
わ
っ
た
後
、「
手
紙
を
た

く
さ
ん
書
き
た
く
な
り
ま
し
た
」「
手
紙
を
書
く

っ
て
楽
し
い
で
す
ね
」
と
い
う
感
想
が
多
く
出
れ

ば
出
る
ほ
ど
教
師
冥
利
に
尽
き
る
が
、
な
か
な
か

そ
う
は
い
か
な
い
。
実
際
は
、「
形
や
決
ま
り
が

た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
覚
え
る
の
が
大
変
」「
自
分

の
書
き
た
い
よ
う
に
書
い
た
ほ
う
が
、
思
い
が
伝

わ
る
」
な
ど
の
感
想
が
多
か
っ
た
。
挙
句
の
果
て

に
「
メ
ー
ル
の
ほ
う
が
楽
で
い
い
」
で
あ
る
。

　

こ
の
原
因
の
一
つ
は
、
自
分
の
思
い
を
ど
の
よ

う
な
言
葉
で
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う

「
内
容
」
の
指
導
よ
り
も
、「
形
式
」
の
指
導
に
重

点
を
置
き
す
ぎ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
原
因
は
、
興
味
・
関
心
の
も
て
る

教
材
を
生
徒
に
提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
教
科
書
や
国
語
便
覧
の
例
を
参
考
に
し
な
が

ら
書
く
の
だ
が
、
形
式
や
主
な
内
容
を
参
考
に
す

る
姿
は
見
ら
れ
て
も
、「
な
ぜ
、
こ
の
表
現
を
使

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」「
な
る
ほ
ど
、
こ
の
表
現

の
ほ
う
が
相
手
に
伝
わ
る
」
と
考
え
な
が
ら
、
注

意
深
く
読
む
姿
は
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

指
導
の
実
際

　

今
回
は
、
二
年
生
で
「
読
む
こ
と
」
を
中
心
に

据
え
た
手
紙
指
導
を
実
践
し
た
。
教
材
と
し
て
用

い
た
の
は
、
お
ま
け
付
菓
子
に
お
ま
け
が
付
い
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
苦
情
に
対
し
て
、
二
社
の
製

菓
会
社
が
作
成
し
た
「
報
告
書
」
で
、
た
ま
た
ま

筆
者
が
入
手
し
た
も
の
。
こ
れ
を
教
材
と
し
て
用

い
た
の
は
、
こ
の
「
報
告
書
」
が
、
正
式
な
形
式

で
書
か
れ
た
本
物
の
文
書
で
あ
り
、
し
か
も
、
相

手
意
識
や
目
的
意
識
が
明
確
な
文
書
だ
か
ら
で
あ

る
。
生
徒
に
と
っ
て
、
お
ま
け
付
菓
子
は
身
近
な

存
在
で
あ
る
の
で
興
味
を
も
ち
な
が
ら
読
み
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
を
含
ん
だ
二
社
の
「
報
告
書
」

の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
評

価
し
な
が
ら
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
教
科
書
や
国
語
便
覧
に
載
っ
て
い
る

「
手
紙
の
例
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
表
現
の
特

徴
や
表
現
の
仕
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
考
え
た
。

■
指
導
の
流
れ
と
留
意
点
・
生
徒
の
反
応

 

お
わ
り
に

　
「
次
の
時
間
は
手
紙
の
授
業
で
す
」
と
言
っ
た

と
き
、「
え
ー
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
二
時
間
の
授
業
を
終
え
、「
こ
れ
で
手

紙
の
授
業
を
終
わ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
と
き
、
ま

た
「
え
ー
」
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。「
手
紙
を

書
き
た
く
な
っ
て
き
た
の
に
、
書
か
な
い
で
終
わ

り
な
の
？
」「
苦
情
を
受
け
た
つ
も
り
で
報
告
書

を
書
い
て
み
た
い
」「
相
手
が
喜
ん
で
く
れ
る
手

紙
を
書
き
た
い
」
な
ど
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
の

は
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

生
徒
に
と
っ
て
興
味
・
関
心
の
も
て
る
内
容
の

報
告
書
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
社
の
報
告
書
を
比
較
し

な
が
ら
、
表
現
の
細
部
ま
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

あ
え
て
書
く
指
導
を
省
い
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て

生
徒
の
意
欲
も
湧
い
た
よ
う
だ
。

「
報
告
書
を
読
む
」
手
紙
指
導

3

第１時

①
報
告
書
の
意
味
と
内
容
を
理
解
す
る
。

・
不
具
合
が
生
じ
た
原
因
や
、
今
後
の
対

策
等
を
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
手
紙
。

・
会
社
の
信
用
問
題
に
関
わ
る
た
め
、
細

心
の
注
意
で
、
言
葉
を
選
ん
で
書
か
れ
る
。

②
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
を
読
み
、
感
想
を

書
く
。

［
Ａ
社
］

・
専
門
用
語
や
難
し
い
語
句
が
多
く
、
読

み
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
文
書
と

は
言
え
な
い
。

・
項
目
別
に
書
い
て
あ
る
の
で
わ
か
り
や

す
い
。

［
Ｂ
社
］

・
平
易
な
文
章
で
書
か
れ
て
お
り
、
子
ど

も
に
も
わ
か
り
や
す
い
。

第２時

①
二
社
を
比
較
し
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を

書
く
。

・
謝
罪
文
な
の
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
の
堅

苦
し
さ
は
必
要
。
Ｂ
社
の
よ
う
に
、
口

語
体
に
近
い
文
章
は
好
ま
し
く
な
い
。

・
Ｂ
社
は
、
「
こ
ち
ら
側
に
原
因
は
な

か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
。

・
お
客
様
相
談
セ
ン
タ
ー
よ
り
も
、
工
場

の
人
が
書
い
た
文
書
の
ほ
う
が
気
持
ち

が
伝
わ
る
。
（
お
菓
子
を
作
っ
て
い
る

人
が
直
接
謝
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
の

で
）

②
教
科
書
や
国
語
便
覧
の
手
紙
例
と
比
較

し
な
が
ら
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

・
普
通
の
手
紙
に
は
時
候
の
挨
拶
が
あ
る

の
に
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
は
な
い
の

は
な
ぜ
か
。

・
報
告
書
に
時
候
の
挨
拶
を
書
く
の
は
失

礼
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

・
そ
も
そ
も
時
候
の
挨
拶
は
、
親
し
い
間

柄
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
相
手
や
書
く
内
容
に
よ
っ
て
、
書
き
方

を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。

・
手
紙
や
報
告
書
の
他
に
も
特
徴
の
あ
る

文
書
の
書
き
方
が
あ
る
の
か
知
り
た
く

な
っ
た
。

◀手紙の全文は、光村図書のホームペー
ジから参照できます。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
soudan/houkokusho.html/

【A 社】

平成○年○月○日
○○○○○様

株式会社○○○　○○工場
生産技術担当課長

報告書
拝啓
　平素より○○製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
　この度は、弊社製品「○○○○○○」におきまして、大変ご迷惑をお掛け致しました。
誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
　日頃から、品質第ーに業務を進めて参りましたが、今回の様なご指摘を頂きまして、
工場関係者一同、深く反省致している次第でございます。
　就きましては、下記の通りご報告申し上げます。

敬具

記
１．ご指摘内容
　　製品名：○○○○○○
　　製造日：平成○年○月○日
　　内　容：シールが入っていなかった
２．発生原因
　当該製品は生地を焼板に定量充填後、オーブンで焼き上げたウェハースにアーモン
ドとチョコレートを塗布し、2 枚に合わせて冷却致します。その後カッターで切断、

【Ｂ社】

平成○年○月○日
○○○○○様

○○株式会社
お客様相談センター

拝啓　いつも商品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。
　このたびは弊社商品「○○○○○」をせっかくお買い求めいただきましたにもかか
わらず、カードの欠品にてご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげま
す。また、ご報告までにお時間をいただきましたことを重ねてお詫び申しあげます。
　さっそくですが、カード欠品につきまして、調査結果のご報告をさせていただきます。
　本商品は、カード欠品及びグミの充填不足を防ぐため、商品梱包後にウエイトチェッ
カーによる重量全数チェック工程にて、重量の過不足品の排除を行っております。今
回お送りいただきましたグミの重量を測定したところ規定の分量でございました。カー
ド欠品商品であれば、本来排除されるべき商品でございますので、当日の作業に問題
が発生していないか、ロット番号より作業日報を確認いたしました。作業当日は、ウ
エイトチェッカーの始業時、午後開始時、終了時に動作確認を行っており、作業中に
もトラブルの発生はなく、欠品の原因を追究することができませんでした。
　しかしながら、○○○○○様のお手元にこのような商品が渡ってしまった事実を真
摯に受けとめ、更なる品質管理の徹底を行う所存でございます。
　今後におきましでも、お客様に安心してお買い求めいただける商品づくりに努めて
まいる所存でございますので、引き続き商品をご愛用くださいますとともに、お気づ
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