
［特集 1］大繁盛店には理由がある
新発想で売る 今どきの小売店
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時代に合わせた家具で集客し
自社製造の仙台たんす販売につなげる

宮城県仙台市
門間箪笥店

　
藩
祖
・
伊
達
政
宗
の
ま
ち
づ
く
り
に

よ
り
、〝
杜も

り

の
都
〟
と
呼
ば
れ
る
仙
台
で
、

門も
ん

間ま

箪た
ん

笥す

店
は
伝
統
工
芸
家
具
で
あ
る

仙
台
た
ん
す
を
中
心
と
し
た
高
級
家
具

を
販
売
し
て
い
る
。
以
前
は
自
社
で
製

造
し
た
仙
台
た
ん
す
の
販
売
の
み
だ
っ

た
が
、
今
で
は
市
の
中
心
地
に
店
舗
を

構
え
、
提
案
型
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
を
展

開
し
て
い
る
。
自
社
に
専
門
の
職
人
を

抱
え
て
製
造
か
ら
販
売
ま
で
行
う
た
ん

す
店
は
珍
し
く
、
近
年
は
ネ
ッ
ト
販
売

や
海
外
進
出
も
進
め
て
い
る
。

家
業
を
継
い
で
見
え
て
き
た 

将
来
へ
の
不
安

　

仙
台
た
ん
す
は
、
江
戸
時
代
初
期
に

伊
達
政
宗
が
仙
台
藩
主
だ
っ
た
こ
ろ
、

築
城
の
際
に
建
具
の
一
部
と
し
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
が
ル
ー
ツ
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。
仙
台
藩
の
武
士
た
ち
が
刀
や
着

物
な
ど
を
し
ま
う
家
具
と
し
て
愛
用
し

た
仙
台
た
ん
す
は
、
仙
台
市
の
市
木
で

も
あ
る
ケ
ヤ
キ
の
木
材
を
10
年
以
上
寝

か
せ
、
30
も
の
漆う

る
し

塗
り
の
工
程
を
重
ね

て
表
面
を
磨
き
上
げ
、
縁
起
物
や
家
紋

を
あ
し
ら
っ
た
金
具
を
取
り
付
け
て
い

る
。
こ
の
伝
統
的
な
た
ん
す
は
、
今
も

な
お
仙
台
の
地
で
つ
く
り
続
け
ら
れ
て

い
る
。

　

門
間
箪
笥
店
は
明
治
５
（
１
８
７
２
）

年
の
創
業
で
、
以
来
１
４
５
年
に
わ
た

り
同
じ
場
所
で
製
造
を
続
け
る
唯
一
の

る
の
を
い
っ
た
ん
見
直
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
震
災
後
す
ぐ
に
父
が
亡
く
な

り
、
母
一
人
で
は
や
っ
て
い
く
こ
と
が
難

し
い
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
は
戻
っ
て

き
ま
し
た
」
と
門
間
さ
ん
は
言
う
。
父

親
で
あ
る
先
代
の
後
を
継
い
だ
母
親
が

六
代
目
社
長
と
な
り
、
将
来
は
門
間
さ

ん
が
七
代
目
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、

実
質
的
に
は
す
で
に
門
間
さ
ん
が
会
社

の
運
営
を
す
べ
て
担
っ
て
い
る
。

「
私
が
戻
っ
て
き
た
当
時
、
店
は
裏
の

工
房
で
つ
く
っ
た
も
の
を
表
の
店
舗
で

売
る
と
い
う
形
で
し
た
。
建
物
も
20
年

前
か
ら
『
仙
台
箪
笥
伝
承
館
』
と
し
て

公
開
し
て
い
た
の
で
、
博
物
館
の
よ
う

な
形
で
仙
台
た
ん
す
を
見
せ
る
と
い
う

位
置
付
け
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。
販
売

も
し
て
い
ま
し
た
が
、
積
極
的
に
宣
伝

も
せ
ず
、
営
業
に
回
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
先
細
り
な
の
で
、

顧
客
と
の
接
点
を
増
や
す
た
め
の
新
た

な
取
り
組
み
が
必
要
で
し
た
」

　

そ
こ
か
ら
門
間
箪
笥
店
の
新
た
な
展

開
が
始
ま
っ
た
。

無
垢
材
の
オ
ー
ダ
ー
家
具
を
扱
い

〝
購
入
潜
在
層
〟
に
ア
プ
ロ
ー
チ

「
前
職
で
の
最
後
の
２
年
間
は
ブ
ラ
イ
ダ

ル
関
連
で
家
具
を
扱
う
部
門
に
い
た
の

で
、
自
社
の
製
品
だ
け
を
販
売
し
て
も

売
れ
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。

す
べ
て
手
づ
く
り
の
仙
台
た
ん
す
は
高

仙
台
た
ん
す
製
造
元
と
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
仙
台
藩
の
足
軽
だ
っ
た
初
代
が

明
治
維
新
後
に
家
具
づ
く
り
を
始
め
、

三
代
目
が
法
人
化
し
て
、
今
に
至
る
同

社
の
礎い

し
ず
え

を
つ
く
っ
た
。
工
房
に
は
指さ

し

物も
の

師し

（
家
具
な
ど
木
工
品
の
職
人
）
や
塗ぬ

師し

と
い
っ
た
職
人
を
抱
え
、
昭
和
初
期

に
建
て
ら
れ
た
住
宅
と
工
房
は
国
の
文

化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
、同
社
の
専
務
取
締
役
を
務
め

る
門
間
一か

ず

泰ひ
ろ

さ
ん
は
、大
学
を
卒
業
後
、

リ
ク
ル
ー
ト
社
に
勤
務
し
て
い
た
が
、

平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
後
に
退

職
。
家
業
を
継
ぐ
た
め
に
戻
っ
て
き
た
。

「
も
と
も
と
家
に
戻
る
つ
も
り
で
い
た
の

で
す
が
、
そ
こ
に
震
災
が
起
こ
っ
て
店

の
見
通
し
が
つ
か
な
く
な
り
、
家
に
戻

大型ショッピングモールや全国チェーン店に負けずに地域で独自の地位を築いてい
る小売店がある。なぜ人が集まるのか？　何を売っているのか？　なぜ売れるのか？
誰もが一度は訪れてみたい繁盛している地域の小売店の戦略に迫った。
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