
 

 

 

 

 

 

常
連
客
を
大
切
に
し
て
い
ま
す 

福
来
た
る 

高
松 

顕
誠
さ
ん 

第

5

回
飲
食
店
経
営

交
流
会
が
、
8
月
27
日

（
水
）
居
酒
屋
「
福
来
た

る
」
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
は
6
名
で
す
。
前
回

報
告
の
「
陽
氣
楼
」（
福
田

さ
ん
）
か
ら
学
ん
だ
の
は
、

お
客
さ
ん
の
喜
ぶ
料
理
を

徹
底
し
て
研
究
し
て
い
る

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
と
丁

寧
な
接
客
に
心
が
け
て
い

る
こ
と
で
し
た
。 

引
き
続
い
て
、「
福
来
た

る
」
の
代
表
、
高
松
顕
誠

さ
ん
か
ら
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。
昭
和
43
年
ラ
ー
メ
ン
一
杯
80
円
の
時
代
か
ら
、
飲
食

店
業
界
と
か
か
わ
り
ま
し
た
。
豊
津
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

り
、
空
き
店
舗
が
で
た
の
で
、
こ
の
地
で
事
業
を
行
う
こ
と
に

し
ま
し
た
。
お
客
さ
ん
は
常
連
が
多
く
て
、
毎
日
来
る
お
客
さ

ん
も
お
り
、
冗
談
で
出
勤
簿
が
い
る
な
と
笑
い
話
に
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
お
付
き
合
い
を
大
事
に
し
て
い
て
、
ボ
ー
リ

ン
グ
大
会
や
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
浪
曲
も
趣

味
で
行
っ
て
お
り
、
慰
問
活
動
を
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
終
わ
っ

た
後
必
ず
「
顕
ち
ゃ
ん
と
こ
で
食
べ
よ
う
や
」
と
お
客
さ
ん
か

ら
声
が
か
か
る
そ
う
で
す
。
和
食
や
中
華
が
専
門
で
す
が
、
ひ

と
工
夫
し
た
料
理
を
提
供
で
き
る
よ
う
こ
こ
ろ
が
け
て
い
ま

す
。
一
番
最
後
に
「
民
商
に
は
、
申
告
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
交
流
会
に
参
加
し
て
報
告
す
る
こ
と

で
、
も
っ
と
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
」

と
の
お
礼
の
あ
い
さ
つ
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
あ
と
、
中
小
商
工
業
研
究
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
飲
食

店
の
お
金
の
か
か
ら
な
い
業
績
ア
ッ
プ
の
手
法
と
経
営
改
善

計
画
書
作
成
法
」
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
活
用
で
は
、
す
で
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
が
、
山
口
さ
ん
（
こ

ぶ
し
の
花
）
か
ら
語
ら
れ
ま
し
た
。 

最
後
に
後
藤
副
会
長
か
ら
「
福
来
た
る
さ
ん
の
よ
う
に
、
長

い
こ
と
商
売
を
続
け
る
こ
と
が
地
域
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と

で
す
。」
と
ま
と
め
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

「使
命
感
を
持
っ
て
商
売
を
」 

す
い
た
市
民
書
房 

岡
崎 

栄
一
郎
さ
ん 

8
月
28
日
（
金
）
第
22
回
「
経
営
交
流
会
・
お
店
訪
問
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
あ
い
川
支
部 

岡
崎
さ
ん
（
書

籍
販
売
）
に
経
営
報
告
を
行
な
っ
て
頂
き
ま
し
た
。 

岡
崎
さ
ん
は
「
す
い
た
市
民
書
房
」
を
当
時
経
営
さ
れ
て
い

た
尾
上
さ
ん
か
ら
民
主
的
な
書
店
を
継
い
で
く
れ
な
い
か
と

い
う
要
請
が
あ
っ
て
6
年
前
の
6
月
に
お
店
の
手
伝
い
か
ら

始
め
ま
し
た
。
お
店
に
来
る
子
ど
も
た
ち
が
絵
本
を
手
に
取
り

目
を
輝
か
せ
夢
中
で
読
ん
で
い
る
姿
に
感
動
を
覚
え
事
業
継

承
の
決
意
を
固
め
た
そ
う
で
す
。 

4
年
前
の
3
月
に
正
式
に
引
き
継
ぎ
、
当
初
1
年
は
、
配

達
先
の
エ
リ
ア
を
拡
大
し
、

「
す
い
た
市
民
書
房
だ
よ

り
」
を
発
行
し
て
店
を
切

り
盛
り
し
て
い
ま
し
た
が
、

店
舗
を
維
持
し
て
い
る
ま

ま
で
は
経
営
が
厳
し
く
な

る
と
、
店
舗
を
な
く
す
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。
店
舗

を
閉
め
る
際
は
店
舗
が
あ

る
事
に
よ
る
本
の
再
販
制

度
、
送
料
、
返
品
等
の
メ

リ
ッ
ト
が
使
え
な
く
な
る

こ
と
に
ず
い
ぶ
ん
苦
慮
し

ま
し
た
。
し
か
し
店
舗
が

な
く
て
も
営
業
は
で
き
る

と
決
断
し
、
無
店
舗
営
業

に
切
り
替
え
ま
し
た
。
配

達
形
態
に
集
中
し
た
こ
と

で
、
本
を
読
む
方
が
高
齢

者
に
な
っ
て
い
る
事
も
あ

り
配
達
は
感
謝
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
購
読
者
か
ら

頼
ま
れ
て
タ
イ
ト
ル
、
出

版
社
、
著
者
も
分
か
ら
な

い
そ
れ
で
も
探
し
て
欲
し

い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
そ

の
本
を
見
つ
け
た
と
き
の

お
客
様
の
喜
び
は
本
当
に

嬉
し
い
と
の
事
で
す
。
そ

の
様
な
お
客
様
と
の
接
し

方
か
ら
岡
崎
さ
ん
は
振
り
返
っ
て
店
舗
が
な
い
中
で
ど
の
様

に
お
客
様
を
増
や
す
か
考
え
ま
す
。 

 

岡
崎
さ
ん
の
「
す
い
た
市
民
書
房
」
の
存
在
と
意
義
を
伝
え

て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
、
児
童
書
と
絵
本
を
展
開
し
て
い
き

た
い
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
岡
崎
さ
ん
の
思
い
は

町
の
本
屋
が
な
く
な
る
中
で
本
は
文
化
と
い
う
位
置
づ
け
、
地

域
へ
の
貢
献
、
民
主
的
な
書
籍
を
紹
介
し
て
い
く
使
命
感
を
持

っ
て
い
る
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
岡
崎
さ
ん
は
無
店
舗

で
も
奥
さ
ん
と
一
緒
に
電
話
番
や
「
す
い
た
市
民
書
房
だ
よ

り
」
を
発
行
し
な
が
ら
商
売
を
続
け
て
い
ま
す
。 

 

参
加
さ
れ
た
役
員
・
会
員
の
方
か
ら
本
の
注
文
を
し
た
い
と

の
声
に
岡
崎
さ
ん
が
笑
顔
で
応
対
さ
れ
て
い
た
事
が
印
象
的

で
し
た
。 


