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商
品
陳
列
と
接
客
の
改
善

三
陽
本
店

No.14

和
菓
子
店
の
重
厚
感
を
廃
し
、

気
軽
に
店
に
入
れ
る
雰
囲
気
づ
く
り

事例２

お
店
の
活
性
化

創
業
80
年
余
、

伝
統
の
和
菓
子
店

　

東
急
目
黒
線
武
蔵
小
山
駅
か
ら
都
道

４
２
０
号
を
学
芸
大
学
方
面
に
歩
く
こ
と
約

８
分
、
住
宅
地
に
囲
ま
れ
た
一
角
に
目
黒
平

和
通
り
商
店
街
が
あ
る
。
周
囲
に
大
型
ス
ー

パ
ー
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
２
０
０
ｍ
ほ

ど
の
通
り
に
は
複
数
の
生
鮮
食
料
品
店
の
ほ

か
精
米
店
、
酒
店
、
洋
品
店
、
玩
具
店
な
ど

が
軒
を
連
ね
、
夕
刻
を
過
ぎ
る
と
買
い
物
客

で
賑
わ
う
。
食
材
や
惣
菜
を
何
店
舗
も
ハ
シ

ゴ
し
て
買
い
求
め
て
い
く
、
懐
か
し
い
光
景

が
今
も
残
る
商
店
街
で
あ
る
。

「
御
菓
子
司 

三
陽
本
店
」
は
、
こ
の
目
黒

平
和
通
り
商
店
街
に
店
を
構
え
て
65
年
に
な

る
。
昭
和
初
期
に
日
本
橋
茅
場
町
で
創
業
し

た
が
、
戦
災
に
よ
り
店
舗
を
消
失
し
昭
和
25

年
に
当
地
へ
移
転
。
現
在
は
三
代
目
の
高
須

克
之
氏
が
経
営
に
当
た
っ
て
い
る
。

　

商
品
は
生
菓
子
、
焼
菓
子
、
羊
羹
、
大
福

と
一
通
り
揃
い
、ほ
ぼ
全
て
の
品
が
手
作
り
。

店
の
看
板
商
品
、
一
粒
栗
の
入
っ
た
「
目
黒

の
森
の
栗
詣
」の
ほ
か
、春
な
ら
桜
餅
、柏
餅
、

秋
は
お
は
ぎ
と
い
っ
た
伝
統
的
な
季
節
の
お

菓
子
、
コ
ー
ヒ
ー
ク
リ
ー
ム
大
福
や
か
り
ん

と
う
ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新

商
品
も
開
発
。
平
成
27
年
度
に
は
商
店
街
の

一
店
逸
品
運
動
で
包
装
紙
に
招
き
猫
の
イ
ラ

ス
ト
を
あ
し
ら
い
、
食
べ
る
と
福
を
呼
ぶ
と

い
う
ふ
れ
こ
み
で
新
商
品「
猫
ニ
ャ
ン
最
中
」

の
販
売
を
始
め
た
。
ま
た
地
域
の
祭
り
や
イ

ベ
ン
ト
の
際
に
注
文
の
多
い
赤
飯
や
、
年
末

に
は
切
り
餅
な
ど
お
菓
子
以
外
の
隠
れ
た
売

れ
筋
商
品
も
あ
る
。

　

お
菓
子
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
の
商
品

も
箱
入
り
の
セ
ッ
ト
売
り
と
バ
ラ
売
り
が

あ
り
、
贈
答
用
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
日
常

の
お
茶
請
け
と
し
て
買
い
求
め
て
い
く
客

も
い
る
。

問
題
は
和
菓
子
離
れ
で
は
な
く
、

和
菓
子
店
離
れ

　

長
ら
く
地
域
密
着
型
の
和
菓
子
店
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
三
陽
本
店
だ
が
近
年
の
売

り
上
げ
は
漸
減
傾
向
。
周
囲
に
は
廃
業
す
る

和
菓
子
店
も
出
始
め
て
高
須
氏
も
危
機
感
を

募
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

三
陽
本
店
の
顧
客
は
高
齢
者
が
中
心
。
売

り
上
げ
減
少
の
要
因
は
、
嗜
好
の
変
化
に
よ

る
若
者
の
和
菓
子
離
れ
に
あ
る
と
高
須
氏
は

考
え
て
い
た
が
、
和
菓
子
組
合
の
デ
ー
タ
に

よ
れ
ば
和
菓
子
の
消
費
量
に
変
化
は
な
か
っ

た
。
し
か
も
和
菓
子
店
の
数
は
減
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
1
店
舗
あ
た
り
の
売
り
上
げ

は
伸
び
て
い
な
い
。
そ
の
分
は
ス
ー
パ
ー
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
買
い
求
め
ら
れ

て
い
た
。
問
題
は
和
菓
子
離
れ
で
は
な
く
、

和
菓
子
店
離
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
折
、
高
須
氏
は
顧
客
か
ら
「
店
に

入
り
に
く
い
」
と
い
う
声
を
聞
い
た
。
食
べ

た
い
お
菓
子
が
売
っ
て
い
る
の
か
、
店
の
外

か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
。
中
に
入
っ
て
買
わ

ず
に
出
て
く
る
の
も
忍
び
な
い
。
店
の
中
へ

ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
れ
る
雰
囲
気
が
な
い
と
い

う
わ
け
だ
。

　

そ
こ
で
高
須
氏
は
週
末
に
店
の
前
に
ワ
ゴ

ン
を
置
き
、
売
れ
筋
の
赤
飯
や
新
商
品
の
最

中
を
販
売
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が

思
い
の
ほ
か
好
評
だ
っ
た
。
ワ
ゴ
ン
を
認
め

て
立
ち
寄
る
自
転
車
に
乗
っ
た
客
や
、
普
段

和
菓
子
屋
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三陽本店

お店の活性化

は
店
内
に
は
な
か
な
か
入
っ
て
こ
な
い
男
性

客
の
入
店
も
目
立
っ
た
ほ
か
、
向
か
い
に
あ

る
ラ
イ
バ
ル
の
コ
ン
ビ
ニ
来
店
客
が
流
れ
て

く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
入
店
し
に

く
い
と
思
っ
て
い
た
客
は
少
な
く
な
い
よ
う

だ
っ
た
。

陳
列
方
法
と

声
か
け
に
一
工
夫

　

ど
う
す
れ
ば
入
り
や
す
い
店
が
作
れ
る
の

か
？　

平
成
27
年
よ
り
高
須
氏
は
商
店
街
パ

ワ
ー
ア
ッ
プ
作
戦
の
個
店
支
援
を
利
用
し
専

門
家
の
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
。

　

ま
ず
提
案
さ
れ
た
の
は
商
品
の
陳
列
法
。

店
内
に
は
L
字
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
が
あ
り

そ
こ
に
お
菓
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
外

か
ら
ド
ア
越
し
に
見
え
る
位
置
に
は
せ
ん
べ

い
な
ど
箱
入
り
の
ご
進
物
が
置
い
て
あ
っ

た
。
こ
れ
を
気
軽
に
一
点
買
い
で
き
る
バ
ラ

売
り
の
お
菓
子
に
変
え
た
。
入
口
付
近
の

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
上
に
は
ガ
ラ
ス
の
商
品

ケ
ー
ス
を
置
き
、
売
れ
筋
で
は
な
い
干
し
菓

子
や
飴
、
落
雁
な
ど
を
置
い
て
い
た
が
、
不

要
な
重
厚
感
を
与
え
る
た
め
撤
去
。
代
わ
り

に
人
気
商
品
や
売
り
た
い
商
品
を
置
い
た
。

　

洋
菓
子
店
を
意
識
し
て
置
い
た
商
品
説
明

を
書
い
た
カ
ー
ド
も
廃
止
し
、
プ
ラ
イ
ス

カ
ー
ド
に
統
一
。
さ
ら
に
売
り
た
い
商
品
、

売
れ
筋
商
品
に
だ
け
「
人
気
№
○
」
と
い
っ

た
購
入
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
P
O
P
を

つ
け
た
。
こ
れ
ら
の
改
善
に
よ
り
店
外
か
ら

の
視
認
性
が
高
ま
り
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
商
品

が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
「
ひ
と

つ
か
ら
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
」
と
書
い
た
ポ
ス

タ
ー
を
外
に
向
け
て
掲
示
し
入
店
を
促
す
よ

う
に
し
た
。

　

接
客
に
関
し
て
も
有
効
な
提
案
が
あ
っ

た
。
ワ
ゴ
ン
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
た
客
に

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
声
を
か
け
る
と

立
ち
去
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
「
お
ひ
と
つ
い
か
が
で
す
か
」、「
美

味
し
い
で
す
よ
」
と

迷
っ
て
い
る
客
の
背

中
を
押
す
よ
う
な
声

か
け
に
変
え
た
。
店

内
に
入
っ
て
き
た
客

に
は
こ
れ
ま
で
通

り
「
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
せ
」
と
迎
え
入
れ

た
。
迷
っ
て
い
る
人

と
、
買
っ
て
行
く
人

を
区
別
し
て
声
を
か

け
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

ネ
ッ
ト
も
活
用
し

新
た
な
顧
客
開
拓
も
模
索

　

半
年
ほ
ど
商
店
街
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
作
戦
に

よ
る
改
善
支
援
の
取
り
組
み
を
行
っ
た
こ
と

で
、
客
層
は
高
齢
者
の
ほ
か
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

層
や
若
者
、
男
性
客
が
加
わ
り
幅
が
広
が
っ

て
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
高
須
氏
は
コ
ン
ビ
ニ
と
は
客
層

が
違
う
と
考
え
て
い
た
が
「
単
に
店
に
入
り

に
く
か
っ
た
だ
け
な
ん
だ
ね
」
と
笑
う
。
商

品
力
に
は
自
信
が
あ
る
。
口
に
し
て
も
ら
う

き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
リ
ピ
ー
タ
ー
は
つ
い

て
く
る
。
今
後
は
開
店
休
業
中
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
整
備
し
、F

acebook

、T
w

itter

な
ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
口
コ
ミ
も
活
用
し
、
よ
り
能

動
的
な
集
客
を
考
え
て
い
る
。

店主　高須克之
今までもほかのお店やデパートの陳列
や接客を見て試行錯誤してきました
が、専門家の先生方の支援を受けて背
中を押してもらえたように感じます。
呼びかけの言葉を変えたり、商品の並

べ方を変えるだけでもお客さんの反応が変わってきまし
た。これからは情報発信にも力を入れ、より多くのお客さ
んにご利用いただきたいと思います。
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