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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
社会福祉法人三井記念病院院長

髙本 眞一
Voice─編集長対談─
独立行政法人国立長寿医療研究センター
臨床研究推進部高齢者薬物治療研究室長

古田 勝経

門
前
に
並
ん
で
い
る
。た
だ
、

そ
れ
だ
け
の
存
在
で
は
悲
し
い
。
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広島県福山市のファーマシィさんて薬局において、
在宅支援薬局としての新たな取り組みがスタートし
ています。「在宅訪問専任薬剤師の配置」、「無菌
調剤室の設置」、「24時間365日対応」で、緩和ケ
ア・HPN（在宅中心静脈栄養法）などの幅広い
患者さんの受入れが可能な体制を構築しました。 

そこには「処方提案」、「プロトコールの活用」、「カ
ンファレンスへの参加」など、さまざまな医療施
設の在宅チームから必要とされる薬局・薬剤師
の姿があります。
わたしたちは、これからも、在宅医療の質向上に向
けた積極的な取り組みをさらに継続していきます。

たとえば、在宅支援薬局というトライアル──

患者さんの
期待が

聞こえていますか？

わたしたちは、薬剤師の
医療人としての使命について
考えつづけています。
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MY
OPINION
─明日の薬剤師へ─社会福祉法人三井記念病院院長

髙本 眞一

保
険
薬
局
の
薬
剤
師
も

我
々
と
同
じ
医
療
者
。ぜ
ひ
、

と
も
に
生
き
ま
し
ょ
う
。
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MY
OPINION
─明日の薬剤師へ─

取材／武田 宏
文／及川 佐知枝
撮影／木内 博
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■

	

病
院
薬
剤
師
の
職
域
の
幅
は

	

広
く
な
る
傾
向
に

　

三
井
記
念
病
院
の
薬
剤
師
は
、
髙
本
氏
の
示

す
理
念
に
応
え
る
よ
う
に
職
域
の
幅
を
広
げ
て

い
る
。
具
体
的
な
例
の
ひ
と
つ
に
、
２
０
１
３

年
か
ら
始
ま
っ
た
病
棟
薬
剤
業
務
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

「
薬
剤
師
の
病
棟
配
置
開
始
以
降
、
薬
剤
師
は

頻
繁
に
患
者
さ
ん
の
そ
ば
へ
行
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」

　

効
果
は
患
者
の
反
応
の
変
化
と
い
う
か
た
ち

で
現
れ
て
い
る
。

「『
病
棟
に
薬
剤
師
さ
ん
が
い
る
の
で
、
薬
で
困

っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
相
談
で
き
る
』
と

評
判
が
良
い
よ
う
で
す
。
中
に
は
退
院
後
、
病

棟
の
薬
剤
師
に
会
い
に
来
る
患
者
さ
ん
も
い
る

と
か
。
『
病
院
に
寄
っ
た
の
で
、
顔
が
見
た
く

な
っ
た
』、
と
」

　

薬
剤
師
が
調
剤
室
を
飛
び
出
し
た
好
影
響
は

医
師
に
と
っ
て
も
大
き
い
。

「
こ
れ
だ
け
多
種
多
様
な
薬
剤
が
あ
る
状
況
で

は
、
医
師
は
薬
剤
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
師
は
、
薬
に

つ
い
て
は
診
療
の
合
間
に
製
薬
会
社
の
Ｍ
Ｒ
か

ら
ち
ら
っ
と
話
を
聞
い
て
情
報
を
得
る
程
度
。

し
か
も
、
そ
の
う
ち
い
く
つ
を
覚
え
て
い
る
の

か
疑
問
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
臨
床
現
場
で
患
者
さ
ん
と
接

す
る
薬
剤
師
の
も
た
ら
す
情
報
は
重
要
で
す
。

副
作
用
に
か
か
る
注
意
事
項
は
も
ち
ろ
ん
、
複

数
の
薬
剤
を
服
用
す
る
患
者
さ
ん
へ
の
対
応
に

も
薬
剤
師
の
知
識
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
降
圧
剤

だ
け
で
３
種
類
飲
ん
で
い
る
と
か
、
高
齢
者
に

は
全
部
あ
わ
せ
る
と
10
種
類
以
上
服
用
し
て
い

る
な
ど
の
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い
。
効
能
が
重

複
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
相
互
作
用
に
問
題
が

あ
る
と
い
っ
た
指
摘
は
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た

い
で
す
」

■

	

儲
け
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
─
─

	

そ
ん
な
意
見
を
覆
し
て
ほ
し
い

　

髙
本
氏
の
院
長
就
任
以
来
、
同
院
の
薬
剤
師

は
、
着
実
に
患
者
や
他
の
医
療
者
と
並
ん
で
歩

み
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。
薬
局
薬
剤
師
も
ま
た

医
療
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
皆
と
と
も
に
生

き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
術
が
あ
っ
て
ほ
し
い

も
の
だ
。

「
現
状
は
、
患
者
、
病
院
、
保
険
薬
局
が
属
す

る
共
同
体
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
に
等
し
い

と
言
え
ま
す
。
保
険
薬
局
間
に
は
競
争
も
あ
っ

て
、
い
っ
し
ょ
に
取
り
組
も
う
と
の
機
運
が
生

ま
れ
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
当
院
の
患
者
さ
ん
を
中
心
に
し
て

業
務
を
し
て
い
る
限
り
、
そ
し
て
薬
剤
が
医
療

で
重
要
な
役
割
を
占
め
る
限
り
、
患
者
さ
ん
の

た
め
に
、
調
剤
だ
け
を
し
て
、
売
り
上
げ
を
競

う
だ
け
の
状
況
を
打
開
し
て
ほ
し
い
。
『
保
険

薬
局
は
、
陣
取
り
合
戦
を
し
て
儲
け
る
こ
と
し

か
考
え
て
い
な
い
』
な
ど
の
声
を
耳
に
し
ま
す

が
、
ぜ
ひ
、
そ
ん
な
意
見
を
覆
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
い
ま
す
。

　

当
院
で
は
一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
市
民
公

開
講
座
等
を
開
催
し
て
い
ま
す
が
、
保
険
薬
局

に
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
正
し
い
服
用
法
や
管

理
の
仕
方
と
い
っ
た
話
題
を
提
供
で
き
れ
ば
、

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
る

は
ず
。
患
者
さ
ん
が
保
険
薬
局
に
何
を
望
ん
で

い
る
か
を
把
握
す
る
場
と
も
な
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
が
当
院
に

対
し
て
抱
く
要
望
を
汲
み
取
る
機
会
に
も
な
り

ま
す
」

　

保
険
薬
局
に
対
し
、
病
院
の
“
門
”
は
開
か

れ
て
い
る
。
薬
局
薬
剤
師
は
、
「
と
も
に
生
き

る
」
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

■

	
保
険
薬
局
は
病
院
に
と
っ
て

	

た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け
の
存
在

「
当
院
の
周
辺
に
も
、
た
く
さ
ん
の
保
険
薬
局

が
あ
り
、
目
立
つ
看
板
を
立
て
て
患
者
さ
ん
を

呼
び
込
ん
で
い
ま
す
が
、
い
っ
た
い
患
者
さ
ん

と
、
ど
う
い
う
や
り
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る
の

か
、
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

処
方
し
た
薬
剤
が
適
切
な
服
薬
指
導
の
も
と

に
患
者
さ
ん
に
渡
さ
れ
て
い
る
の
か
、
正
直
、

不
安
を
感
じ
ま
す
」

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
冒
頭
、
保
険
薬
局
に
つ
い

て
の
感
想
を
求
め
る
と
、
社
会
福
祉
法
人
三
井

記
念
病
院
（
以
下
、
三
井
記
念
病
院
）
の
院
長

で
あ
る
髙
本
眞
一
氏
は
、
表
情
こ
そ
穏
や
か
だ

が
、
き
わ
め
て
辛
辣
な
回
答
を
示
し
た
。

　

病
院
を
取
り
囲
む
よ
う
に
保
険
薬
局
が
ず
ら

り
と
並
ぶ
お
馴
染
み
の
風
景
は
、
東
京
・
秋
葉

原
駅
か
ら
ほ
ど
近
く
交
通
至
便
で
、
都
内
有
数

の
大
規
模
病
院
で
あ
る
三
井
記
念
病
院
に
お
い

て
も
例
外
で
は
な
い
。
髙
本
氏
が
言
う
よ
う
に

取
材
陣
が
と
お
さ
れ
た
院
長
室
の
窓
か
ら
、
大

き
な
看
板
を
掲
げ
た
保
険
薬
局
が
い
く
つ
も
見

え
た
。

　

髙
本
氏
の
厳
し
い
言
辞
は
つ
づ
く
。

「
お
そ
ら
く
、
そ
ば
に
あ
る
保
険
薬
局
を
訪
れ

る
方
の
９
割
以
上
は
当
院
の
患
者
さ
ん
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
保
険
薬
局
側
か
ら
当
院
に
対
し

な
ん
ら
か
の
接
触
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
当

院
か
ら
す
る
と
『
た
だ
、
そ
こ
に
あ
る
だ
け
』

の
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
状
況
に
、
僕
は
非
常
に
“
疎
外
感
”
を

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
保
険
薬
局
が
あ
る

中
で
、
誰
が
薬
局
長
か
も
知
り
ま
せ
ん
。
病
院

側
と
保
険
薬
局
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持

つ
機
会
が
あ
れ
ば
、
医
師
の
処
方
の
仕
方
や
、

薬
剤
師
の
患
者
さ
ん
へ
の
薬
の
渡
し
方
に
も
、

良
い
意
味
で
変
化
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
」

　

ご
説
、
ご
も
っ
と
も
。
し
か
し
、
保
険
薬
局

の
薬
剤
師
が
病
院
医
師
へ
接
触
す
る
の
は
、
あ

ま
り
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
だ
─
─
。
そ
ん
な

声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
天

下
の
三
井
記
念
病
院
。
同
院
の
医
師
に
“
ご
挨

拶
”
に
う
か
が
う
な
ど
、
お
そ
れ
多
い
と
躊
躇

す
る
の
も
無
理
な
か
ろ
う
。

　

髙
本
氏
自
身
も
、
病
院
か
ら
保
険
薬
局
へ
の

積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
十
分
で
な
い
事
実
を

認
め
る
。

「
当
院
の
患
者
さ
ん
に
調
剤
し
て
く
れ
る
の
な

ら
、
我
々
か
ら
『
三
井
記
念
病
院
が
め
ざ
す
医

療
の
あ
り
方
』
を
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
病
院
と
保
険
薬
局
の
間
に
あ
る

溝
を
埋
め
る
責
任
は
、
我
々
に
も
あ
り
ま
す
」

■

	

患
者
と
医
療
者
が

	

「
と
も
に
生
き
る
」
医
療
を
め
ざ
す

　

髙
本
氏
の
言
う
「
三
井
記
念
病
院
が
め
ざ
す

医
療
の
あ
り
方
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
と

も
に
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
。

　

こ
の
言
葉
は
、
２
０
０
９
年
の
髙
本
氏
の
院

長
就
任
以
来
、
同
院
の
「
医
療
理
念
」
に
も
な

っ
た
。

　

チ
ー
ム
医
療
と
は
、
決
し
て
医
療
者
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
。
チ
ー
ム
に
は
患
者
も
含
ま
れ

医
療
者
は
患
者
の
治
癒
を
ア
シ
ス
ト
す
べ
く
全

力
を
尽
く
す
一
方
で
、
患
者
は
医
療
者
を
信
頼

し
、
自
身
の
治
療
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
互
い
が
信
頼
し
合
い
、
不
足
を
補
っ
て
こ

そ
、
ベ
ス
ト
の
医
療
が
成
立
す
る
。
髙
本
氏
は

患
者
と
医
療
者
が
「
と
も
に
生
き
る
」
こ
と
を

医
療
の
原
点
に
据
え
て
い
る
。

「
僕
が
こ
の
思
想
に
最
初
に
接
し
た
の
は
、
中

学
生
の
と
き
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の
著
書
で
し

た
。
『
私
は
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
に
と
り
囲

ま
れ
た
、
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
で
あ
る
』。

我
々
は
皆
、
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な

く
、
皆
が
と
も
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
衝
撃
を
受
け
、
以
来
、
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い

ま
ま
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
」

■

	

命
が
示
す
反
応
に
耳
を
そ
ば
だ
て

	

異
変
に
誰
よ
り
早
く
気
づ
い
て
ほ
し
い

　

で
は
、
薬
剤
師
が
患
者
や
他
職
種
と
「
と
も

に
生
き
る
」
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。

髙
本
氏
は
薬
剤
師
へ
の
期
待
も
込
め
て
、
次
の

よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

「
薬
剤
は
、
投
与
さ
れ
る
人
に
よ
っ
て
反
応
が

ま
っ
た
く
違
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
毒
に
も
な
り
う
る
の

で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
投
薬
の
ル
ー
ル
は
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
正
し
い
か
は
、
実

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
か
し
た
ら
、
他

の
薬
剤
の
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
１
０

０
パ
ー
セ
ン
ト
正
し
い
薬
剤
は
、
存
在
し
な
い

わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
命
と
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
も

の
で
、
薬
剤
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
許
容
で

き
な
い
も
の
は
嘔
気
や
薬
疹
な
ど
の
副
作
用
と

し
て
拒
絶
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
薬
剤
師
の

皆
さ
ん
に
は
、
患
者
さ
ん
と
と
も
に
生
き
よ
う

と
す
る
意
識
を
持
ち
、
命
が
示
す
多
様
な
反
応

に
耳
を
そ
ば
だ
て
、
異
変
に
少
し
で
も
早
く
気

づ
く
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
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■

	
病
院
薬
剤
師
の
職
域
の
幅
は

	

広
く
な
る
傾
向
に

　

三
井
記
念
病
院
の
薬
剤
師
は
、
髙
本
氏
の
示

す
理
念
に
応
え
る
よ
う
に
職
域
の
幅
を
広
げ
て

い
る
。
具
体
的
な
例
の
ひ
と
つ
に
、
２
０
１
３

年
か
ら
始
ま
っ
た
病
棟
薬
剤
業
務
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

「
薬
剤
師
の
病
棟
配
置
開
始
以
降
、
薬
剤
師
は

頻
繁
に
患
者
さ
ん
の
そ
ば
へ
行
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」

　

効
果
は
患
者
の
反
応
の
変
化
と
い
う
か
た
ち

で
現
れ
て
い
る
。

「『
病
棟
に
薬
剤
師
さ
ん
が
い
る
の
で
、
薬
で
困

っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
相
談
で
き
る
』
と

評
判
が
良
い
よ
う
で
す
。
中
に
は
退
院
後
、
病

棟
の
薬
剤
師
に
会
い
に
来
る
患
者
さ
ん
も
い
る

と
か
。
『
病
院
に
寄
っ
た
の
で
、
顔
が
見
た
く

な
っ
た
』、
と
」

　

薬
剤
師
が
調
剤
室
を
飛
び
出
し
た
好
影
響
は

医
師
に
と
っ
て
も
大
き
い
。

「
こ
れ
だ
け
多
種
多
様
な
薬
剤
が
あ
る
状
況
で

は
、
医
師
は
薬
剤
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
師
は
、
薬
に

つ
い
て
は
診
療
の
合
間
に
製
薬
会
社
の
Ｍ
Ｒ
か

ら
ち
ら
っ
と
話
を
聞
い
て
情
報
を
得
る
程
度
。

し
か
も
、
そ
の
う
ち
い
く
つ
を
覚
え
て
い
る
の

か
疑
問
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
臨
床
現
場
で
患
者
さ
ん
と
接

す
る
薬
剤
師
の
も
た
ら
す
情
報
は
重
要
で
す
。

副
作
用
に
か
か
る
注
意
事
項
は
も
ち
ろ
ん
、
複

数
の
薬
剤
を
服
用
す
る
患
者
さ
ん
へ
の
対
応
に

も
薬
剤
師
の
知
識
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
降
圧
剤

だ
け
で
３
種
類
飲
ん
で
い
る
と
か
、
高
齢
者
に

は
全
部
あ
わ
せ
る
と
10
種
類
以
上
服
用
し
て
い

る
な
ど
の
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い
。
効
能
が
重

複
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
相
互
作
用
に
問
題
が

あ
る
と
い
っ
た
指
摘
は
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た

い
で
す
」

■

	

儲
け
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
─
─

	

そ
ん
な
意
見
を
覆
し
て
ほ
し
い

　

髙
本
氏
の
院
長
就
任
以
来
、
同
院
の
薬
剤
師

は
、
着
実
に
患
者
や
他
の
医
療
者
と
並
ん
で
歩

み
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。
薬
局
薬
剤
師
も
ま
た

医
療
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
皆
と
と
も
に
生

き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
術
が
あ
っ
て
ほ
し
い

も
の
だ
。

「
現
状
は
、
患
者
、
病
院
、
保
険
薬
局
が
属
す

る
共
同
体
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
に
等
し
い

と
言
え
ま
す
。
保
険
薬
局
間
に
は
競
争
も
あ
っ

て
、
い
っ
し
ょ
に
取
り
組
も
う
と
の
機
運
が
生

ま
れ
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
当
院
の
患
者
さ
ん
を
中
心
に
し
て

業
務
を
し
て
い
る
限
り
、
そ
し
て
薬
剤
が
医
療

で
重
要
な
役
割
を
占
め
る
限
り
、
患
者
さ
ん
の

た
め
に
、
調
剤
だ
け
を
し
て
、
売
り
上
げ
を
競

う
だ
け
の
状
況
を
打
開
し
て
ほ
し
い
。
『
保
険

薬
局
は
、
陣
取
り
合
戦
を
し
て
儲
け
る
こ
と
し

か
考
え
て
い
な
い
』
な
ど
の
声
を
耳
に
し
ま
す

が
、
ぜ
ひ
、
そ
ん
な
意
見
を
覆
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
い
ま
す
。

　

当
院
で
は
一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
市
民
公

開
講
座
等
を
開
催
し
て
い
ま
す
が
、
保
険
薬
局

に
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
正
し
い
服
用
法
や
管

理
の
仕
方
と
い
っ
た
話
題
を
提
供
で
き
れ
ば
、

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
る

は
ず
。
患
者
さ
ん
が
保
険
薬
局
に
何
を
望
ん
で

い
る
か
を
把
握
す
る
場
と
も
な
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
が
当
院
に

対
し
て
抱
く
要
望
を
汲
み
取
る
機
会
に
も
な
り

ま
す
」

　

保
険
薬
局
に
対
し
、
病
院
の
“
門
”
は
開
か

れ
て
い
る
。
薬
局
薬
剤
師
は
、
「
と
も
に
生
き

る
」
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

■

	

保
険
薬
局
は
病
院
に
と
っ
て

	

た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け
の
存
在

「
当
院
の
周
辺
に
も
、
た
く
さ
ん
の
保
険
薬
局

が
あ
り
、
目
立
つ
看
板
を
立
て
て
患
者
さ
ん
を

呼
び
込
ん
で
い
ま
す
が
、
い
っ
た
い
患
者
さ
ん

と
、
ど
う
い
う
や
り
取
り
が
な
さ
れ
て
い
る
の

か
、
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

処
方
し
た
薬
剤
が
適
切
な
服
薬
指
導
の
も
と

に
患
者
さ
ん
に
渡
さ
れ
て
い
る
の
か
、
正
直
、

不
安
を
感
じ
ま
す
」

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
冒
頭
、
保
険
薬
局
に
つ
い

て
の
感
想
を
求
め
る
と
、
社
会
福
祉
法
人
三
井

記
念
病
院
（
以
下
、
三
井
記
念
病
院
）
の
院
長

で
あ
る
髙
本
眞
一
氏
は
、
表
情
こ
そ
穏
や
か
だ

が
、
き
わ
め
て
辛
辣
な
回
答
を
示
し
た
。

　

病
院
を
取
り
囲
む
よ
う
に
保
険
薬
局
が
ず
ら

り
と
並
ぶ
お
馴
染
み
の
風
景
は
、
東
京
・
秋
葉

原
駅
か
ら
ほ
ど
近
く
交
通
至
便
で
、
都
内
有
数

の
大
規
模
病
院
で
あ
る
三
井
記
念
病
院
に
お
い

て
も
例
外
で
は
な
い
。
髙
本
氏
が
言
う
よ
う
に

取
材
陣
が
と
お
さ
れ
た
院
長
室
の
窓
か
ら
、
大

き
な
看
板
を
掲
げ
た
保
険
薬
局
が
い
く
つ
も
見

え
た
。

　

髙
本
氏
の
叱
声
は
つ
づ
く
。

「
お
そ
ら
く
、
そ
ば
に
あ
る
保
険
薬
局
を
訪
れ

る
方
の
９
割
以
上
は
当
院
の
患
者
さ
ん
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
保
険
薬
局
側
か
ら
当
院
に
対
し

な
ん
ら
か
の
接
触
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
当

院
か
ら
す
る
と
『
た
だ
、
そ
こ
に
あ
る
だ
け
』

の
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
状
況
に
、
僕
は
非
常
に
“
疎
外
感
”
を

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
保
険
薬
局
が
あ
る

中
で
、
誰
が
薬
局
長
か
も
知
り
ま
せ
ん
。
病
院

側
と
保
険
薬
局
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持

つ
機
会
が
あ
れ
ば
、
医
師
の
処
方
の
仕
方
や
、

薬
剤
師
の
患
者
さ
ん
へ
の
薬
の
渡
し
方
に
も
、

良
い
意
味
で
変
化
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
」

　

ご
説
、
ご
も
っ
と
も
。
し
か
し
、
保
険
薬
局

の
薬
剤
師
が
病
院
医
師
へ
接
触
す
る
の
は
、
あ

ま
り
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
だ
─
─
。
そ
ん
な

声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
天

下
の
三
井
記
念
病
院
。
同
院
の
医
師
に
“
ご
挨

拶
”
に
う
か
が
う
な
ど
、
お
そ
れ
多
い
と
躊
躇

す
る
の
も
無
理
な
か
ろ
う
。

　

髙
本
氏
自
身
も
、
病
院
か
ら
保
険
薬
局
へ
の

積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
十
分
で
な
い
事
実
を

認
め
る
。

「
当
院
の
患
者
さ
ん
に
調
剤
し
て
く
れ
る
の
な

ら
、
我
々
か
ら
『
三
井
記
念
病
院
が
め
ざ
す
医

療
の
あ
り
方
』
を
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
病
院
と
保
険
薬
局
の
間
に
あ
る

溝
を
埋
め
る
責
任
は
、
我
々
に
も
あ
り
ま
す
」

■

	

患
者
と
医
療
者
が

	

「
と
も
に
生
き
る
」
医
療
を
め
ざ
す

　

髙
本
氏
の
言
う
「
三
井
記
念
病
院
が
め
ざ
す

医
療
の
あ
り
方
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
と

も
に
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
。

　

こ
の
言
葉
は
、
２
０
０
９
年
の
髙
本
氏
の
院

長
就
任
以
来
、
同
院
の
「
医
療
理
念
」
に
も
な

っ
た
。

　

チ
ー
ム
医
療
と
は
、
決
し
て
医
療
者
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
。
チ
ー
ム
に
は
患
者
も
含
ま
れ

医
療
者
は
患
者
の
治
癒
を
ア
シ
ス
ト
す
べ
く
全

力
を
尽
く
す
一
方
で
、
患
者
は
医
療
者
を
信
頼

し
、
自
身
の
治
療
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
互
い
が
信
頼
し
合
い
、
不
足
を
補
っ
て
こ

そ
、
ベ
ス
ト
の
医
療
が
成
立
す
る
。
髙
本
氏
は

患
者
と
医
療
者
が
「
と
も
に
生
き
る
」
こ
と
を

医
療
の
原
点
に
据
え
て
い
る
。

「
僕
が
こ
の
思
想
に
最
初
に
接
し
た
の
は
、
中

学
生
の
と
き
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の
著
書
で
し

た
。
『
私
は
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
に
と
り
囲

ま
れ
た
、
生
き
よ
う
と
す
る
生
命
で
あ
る
』。

我
々
は
皆
、
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な

く
、
皆
が
と
も
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
衝
撃
を
受
け
、
以
来
、
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い

ま
ま
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
」

■

	

命
が
示
す
反
応
に
耳
を
そ
ば
だ
て

	

異
変
に
誰
よ
り
早
く
気
づ
い
て
ほ
し
い

　

で
は
、
薬
剤
師
が
患
者
や
他
職
種
と
「
と
も

に
生
き
る
」
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。

髙
本
氏
は
薬
剤
師
へ
の
期
待
も
込
め
て
、
次
の

よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

「
薬
剤
は
、
投
与
さ
れ
る
人
に
よ
っ
て
反
応
が

ま
っ
た
く
違
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
毒
に
も
な
り
う
る
の

で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
投
薬
の
ル
ー
ル
は
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
正
し
い
か
は
、
実

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
か
し
た
ら
、
他

の
薬
剤
の
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
１
０

０
パ
ー
セ
ン
ト
正
し
い
薬
剤
は
、
存
在
し
な
い

わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
命
と
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
も

の
で
、
薬
剤
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
許
容
で

き
な
い
も
の
は
嘔
気
や
薬
疹
な
ど
の
副
作
用
と

し
て
拒
絶
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
薬
剤
師
の

皆
さ
ん
に
は
、
患
者
さ
ん
と
と
も
に
生
き
よ
う

と
す
る
意
識
を
持
ち
、
命
が
示
す
多
様
な
反
応

に
耳
を
そ
ば
だ
て
、
異
変
に
少
し
で
も
早
く
気

づ
く
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

PROFILE
（たかもと・しんいち）
1973年	 東京大学医学部医学科卒業
	 三井記念病院外科医員
1978年	 ハーバード大学医学部、マサチューセッツ総合病院外科研究員
1980年	 埼玉医科大学第１外科講師
1987年	 公立昭和病院心臓血管外科主任医長
1993年	 国立循環器病センター第２病棟部長
1995年	 国立循環器病センター心臓血管外科部門主任兼務
1997年	 東京大学医学部胸部外科教授
1998年	 東京大学大学院医学系研究科臓器病態外科学心臓外科・呼吸器外科教授
2000年	 東京大学医学部教務委員長兼任（〜2005年）
2009年	 三井記念病院院長

　手術中に超低温下で体部を灌流した酸素飽和度の高い静脈血を脳へ逆行性に自然循環
させることで脳の虚血を防ぐ「髙本式逆行性脳循環法」を開発、弓部大動脈瘤の手術の
成功率を飛躍的に向上させたトップクラスの心臓血管外科医。
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取
材
申
し
込
み
時
に
髙
本
氏
か
ら

次
の
よ
う
な
提
案
を
い
た
だ
い
た
。

「
私
は
医
師
で
、
医
師
は
実
は
薬
剤

の
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
。

私
の
言
葉
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
思

い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
当
院
で
活
躍

す
る
薬
剤
師
２
名
の
話
を
聞
い
て
記

事
に
し
て
く
だ
さ
い
」。
編
集
部
に

と
っ
て
は
、
渡
り
に
船
。
三
井
記
念

病
院
で
、
薬
剤
師
は
ど
ん
な
働
き
を

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

■

将
来
は
外
来
業
務
も
め
ざ
す

│
│
貴
院
で
は
、
昨
年
か
ら
薬
剤
師

の
病
棟
配
置
が
始
ま
り
ま
し
た
。

永
井　

病
棟
薬
剤
業
務
と
し
て
は
、

数
々
の
実
施
す
べ
き
点
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
現
状
、
当
院
で
は
ま
だ

I
C
U
な
ど
の
急
性
期
病
棟
に
は
配

置
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

今
、
薬
剤
師
の
増
員
を
お
願
い
し

全
病
棟
の
配
置
を
め
ざ
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

│
│
が
ん
で
は
通
院
治
療
さ
れ
る
患

者
さ
ん
も
多
い
で
す
が
、
外
来
業
務

に
も
参
加
を
？

永
井　

化
学
療
法
セ
ン
タ
ー
で
抗
が

ん
剤
の
調
製
は
し
て
い
ま
す
が
、
服

薬
指
導
に
関
し
て
は
マ
ン
パ
ワ
ー
が

足
り
ず
、
看
護
師
が
担
当
し
て
い
ま

す
。
週
１
回
で
も
行
え
な
い
か
と
模

索
し
て
い
る
最
中
で
す
。

　

抗
が
ん
剤
で
は
、
副
作
用
が
気
に

な
る
部
分
で
す
が
、
予
防
で
き
る
余

地
も
大
い
に
あ
る
の
で
、
薬
剤
師
の

目
線
で
医
師
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る

ほ
か
、
補
助
的
な
薬
剤
の
オ
ー
ダ
ー

漏
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
な
ど
、
広
範

囲
で
貢
献
で
き
る
は
ず
で
す
。
医
師

と
と
も
に
患
者
さ
ん
を
診
る
よ
う
な

体
制
づ
く
り
も
視
野
に
入
れ
て
活
動

中
で
す
。

薬
剤
師
も
“
と
も
に
生
き
る
”

│
│
髙
本
氏
の
着
任
後
、
業
務
へ
の

取
り
組
み
で
変
化
は
。

永
井　

も
っ
と
も
変
わ
っ
た
の
は
患

者
さ
ん
の
呼
び
方
で
し
ょ
う
か
。
薬

剤
部
に
限
ら
ず
、
院
内
全
体
で
の
こ

と
で
す
が
、
以
前
は
「
患
者
様
」、

「
○
○
様
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
髙
本
院
長
が
「“
と
も
に

生
き
る
”
チ
ー
ム
な
の
だ
か
ら
、
患

者
さ
ん
と
医
療
者
が
対
等
な
立
場
で

治
療
に
取
り
組
む
べ
き
。
だ
か
ら
、

『
様
』
づ
け
は
お
か
し
い
の
で
は
な

い
か
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
。

　

以
降
は
、
「
患
者
さ
ん
」、
「
○
○

さ
ん
」
と
お
呼
び
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

│
│
薬
剤
師
が
患
者
と
と
も
に
生
き

る
に
は
、
ど
ん
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ

る
と
お
考
え
で
す
か
。

永
井　

私
自
身
が
調
剤
時
に
意
識
し

ま
た
、
他
の
薬
剤
師
に
も
常
々
話
す

の
は
、
「
患
者
さ
ん
に
お
渡
し
す
る

薬
剤
は
、
自
分
自
身
が
服
用
す
る
、

あ
る
い
は
自
分
の
家
族
が
服
用
す
る

つ
も
り
で
調
剤
に
臨
め
」
で
す
。

│
│
同
じ
薬
剤
師
と
し
て
保
険
薬
局

へ
の
期
待
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

永
井　

現
状
で
は
、
薬
剤
師
は
処
方

せ
ん
だ
け
を
頼
り
に
調
剤
せ
ざ
る
を

え
な
い
う
え
、
厚
生
労
働
省
の
進
め

る
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
も
順
調
と

は
言
え
ず
、
薬
歴
の
一
元
管
理
も
か

け
声
ば
か
り
で
、
院
外
の
薬
局
薬
剤

師
の
皆
さ
ん
に
は
も
ど
か
し
い
思
い

が
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
状
況
に
屈
せ
ず
、
糖
尿
病
治
療

薬
の
服
薬
指
導
や
呼
吸
器
疾
患
治
療

薬
の
吸
入
指
導
な
ど
に
取
り
組
み
、

学
会
等
で
す
ぐ
れ
た
発
表
を
さ
れ
て

い
る
薬
局
薬
剤
師
の
方
も
多
く
お
見

か
け
し
ま
す
。

　

熱
意
に
ば
ら
つ
き
は
あ
り
ま
す
が

各
々
が
元
来
の
優
秀
さ
を
生
か
し
て

患
者
さ
ん
へ
の
よ
り
良
い
服
薬
指
導

を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
薬
局
薬
剤

師
の
あ
り
方
も
良
い
方
向
へ
進
化
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■

自分や自分の家族が
服用するつもりで
慎重に調剤してほしい。
薬剤部シニアマネージャー／治験事務局長

永井 勇治
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薬
学
的
介
入
を
重
視

│
│
貴
院
の
医
療
理
念
の
た
め
、
薬

剤
師
と
し
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
？

青
木

　患
者
さ
ん
と
さ
ま
ざ
ま
な
職

種
が
と
も
に
治
療
に
臨
め
ば
、
す
ば

ら
し
い
医
療
が
実
現
で
き
る
と
思
い

ま
す
が
、
大
前
提
と
し
て
薬
剤
師
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　薬
剤
師
は
、
全
般
的
に
臨
床
能
力

に
欠
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
個
々

が
臨
床
能
力
ア
ッ
プ
に
努
め
て
い
か

な
け
れ
ば
、
医
師
や
他
職
種
、
何
よ

り
患
者
さ
ん
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
院

薬
剤
部
で
は
、
各
自
が
学
会
発
表
等

の
自
己
研
鑽
を
行
え
る
よ
う
に
学
会

加
入
の
補
助
も
行
っ
て
い
ま
す
。

│
│
病
棟
に
行
く
よ
う
に
な
り
、
薬

学
的
知
見
を
生
か
せ
る
場
が
広
が
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

青
木

　そ
の
と
お
り
で
す
。
薬
学
的

管
理
に
よ
る
介
入
を
実
施
し
、
結
果

ど
う
い
っ
た
効
果
が
生
じ
た
か
な
ど

の
事
例
を
で
き
る
だ
け
多
く
集
め
、

治
療
改
善
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

貴
重
な
研
究
発
表
の
機
会

│
│
髙
本
氏
の
院
長
就
任
後
、
新
た

な
試
み
が
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

青
木

　髙
本
院
長
は
、
教
育
に
た
い

へ
ん
熱
心
で
、
院
内
学
術
大
会
が
定

期
的
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
薬
剤
部
内

で
も
学
会
参
加
な
ど
へ
の
機
運
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。

│
│
院
内
学
術
大
会
と
は
？

青
木

　医
師
や
薬
剤
師
、
他
職
種
は

も
ち
ろ
ん
、
事
務
も
参
加
し
て
各
職

場
の
取
り
組
み
を
発
表
し
ま
す
。
も

し
、
薬
剤
部
内
で
の
発
表
で
し
た
ら

薬
剤
師
だ
け
の
意
見
し
か
聞
け
ま
せ

ん
が
、
多
く
の
職
種
が
集
ま
る
の
で

質
疑
応
答
で
は
、
予
想
も
し
な
か
っ

た
視
点
で
の
、
貴
重
な
考
え
方
に
接

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
薬
剤
部
で

は
今
年
、
院
内
製
剤
に
関
す
る
テ
ー

マ
を
と
り
上
げ
ま
し
た
。

　ま
た
、
各
部
署
で
前
年
度
に
実
施

し
た
業
務
実
績
を
報
告
す
る
業
務
発

表
会
も
あ
り
ま
す
。

│
│
直
近
の
業
務
発
表
会
で
の
薬
剤

部
の
発
表
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

青
木

　前
述
の
薬
学
的
管
理
に
お
け

る
介
入
例
の
紹
介
や
、
病
棟
業
務
の

中
で
T
D
M
の
依
頼
を
受
け
る
ケ
ー

ス
が
多
か
っ
た
と
感
じ
た
の
で
、
抗

M
R
S
A
薬
を
使
用
し
た
患
者
さ
ん

に
対
し
、
実
際
に
は
ど
の
程
度
薬
剤

部
に
コ
ン
サ
ル
ト
の
要
請
が
き
て
い

る
か
を
ま
と
め
て
発
表
し
ま
し
た
。

│
│
薬
局
薬
剤
師
に
求
め
る
こ
と
が

あ
れ
ば
│
│
。

青
木

　疾
患
の
み
な
ら
ず
、
患
者
さ

ん
の
抱
え
て
い
る
背
景
に
関
心
を
持

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
と
え
ば
患

者
さ
ん
が
何
に
困
っ
て
い
る
の
か
、

何
を
希
望
し
て
い
る
の
か
を
理
解
し

薬
学
的
介
入
を
積
極
的
に
し
て
い
く

べ
き
で
す
。

　薬
剤
師
法
の
改
正
に
と
も
な
い
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
薬
学
的
知
見
に
立

っ
た
服
薬
指
導
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
あ
た
か
も
と
お
り

一
遍
の
服
薬
指
導
が
主
な
業
務
に
な

っ
て
い
る
方
は
、
業
務
を
見
直
す
時

期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
薬
剤
師

は
「
い
ら
な
い
職
業
」
と
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
は
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

レベルアップに努め、
患者や他職種の信頼を得なければ
薬剤師は「いらない職業」になる。
薬剤部医薬品情報室チーフ

青木 一夫
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　この10数年、東京でもっともダ
イナミックな変化に満ち溢れてい
る街は、渋谷でも新宿でもなく、
ここ秋葉原ではないだろうか。
　まず、インフラの面では2005年
に、秋葉原を起点に茨城県つくば
市までを結ぶ新線、つくばエクス
プレスが開通した影響が大きい。
最寄り駅が秋葉原である三井記念
病院の院長を務める髙本眞一氏も
「つくばエクスプレス開通以降、
沿線に住んでいる方の来院が増え
たようだ」と話していた。沿線で
は住宅開発が次々に進み、人口が
急増。新住民の多くは都内に通勤
するため、JRや地下鉄が乗り入
れる秋葉原駅はターミナルとして
の重要性を増した。
　同線開通と時期を同じくして、
駅前では再開発が行われ、超高層
ビルが立ち上がり、オフィス街と
しての顔も色濃くなった。

●
　とはいえ、やはり秋葉原と言え
ば「電気街」を連想する方がほと
んどに違いない。
　秋葉原が電気街として発展した
のは戦後のこと。隣接する神田の
電機学校（現在の東京電機大学）
の学生向けに、真空管や、ラジオ
の部品などを販売する店舗が集ま
り始めたのがきっかけだという。
秋葉原を歩くと、「無線」と名の
つく店舗や企業が多く目につくの
は、当時の名残だ。その後、1960
年代にはテレビや冷蔵庫、洗濯機
など身近な家電製品を取り扱う店
舗が増加し、世界有数の電気街と
なった。
　1990年代に入ると家電製品の市
況が大きく変わる。もともと北関
東に拠点を置いていた複数の家電
量販店がそれぞれ全国展開を開始
した影響を受け、秋葉原の老舗に

は次々と廃業や統合などの試練が
訪れた。
　しかし、ここで街が衰退に向か
わないのが秋葉原の底力だ。家電
製品に代わり、パソコン本体やパ
ーツ、ソフトの販売店が急進し、
秋葉原を「ITの街」へと導く。
　さらに、2000年代以降は、アニ
メやゲーム、アイドルといったサ
ブカルチャーの発信地となり、現
在にいたっているのは周知のとお
りだ。

●
　騒然とした電気街のイメージが
強い秋葉原だが、駅から10分も離
れると様相ががらりと変わり、静
かな台地の上には神田明神の境内
が広がる。秋葉原の氏神らしく、
「IT情報安全」を祈願するお守り
も頒布している。電気街の喧騒に
疲れたら、ぜひお参りしてはいか
がだろうか。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材中に出会った

場所やものをご紹介します。

秋葉原
（東京都千代田区・台東区）

駅前再開発で誕生した「秋葉原クロスフィールド」

1300年近くの歴史を誇る神田明神一時期中断していた歩行者天国が再開された

秋葉原駅電気街口前。外国人観光客の姿も目立つ

2024014_ターンアップ18号_倉知 IND6<P10>3 校 
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独立行政法人国立長寿医療研究センター

臨床研究推進部高齢者薬物治療研究室長

古田 勝経

構成／『 ターンアップ 』編集長：武田 宏

編集長対談

ヴォイス ─────────── o i ce

高齢の寝たきり患者の治療において、古くて新しい問題なのが褥瘡だ。

古田勝経氏は「治せない」、「仕方がない」と半ば改善が諦めかけられている同疾患は

薬剤師の視点から見た薬物療法を導入すれば治癒できる疾患だと言い切る。

「2025年問題」の現実化まで10年を切り、介護者不足で褥瘡問題が深刻化するのは必至。

そうした状況下、褥瘡対策において薬剤師は何をすべきか話をうかがった。

褥瘡への介入を突破口に
薬剤師の地位向上を！
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古
田　

今
か
ら
25
年
ほ
ど
前
、
当
時
の
名
古
屋
市
内

の
勤
務
先
の
病
院
で
循
環
器
科
医
か
ら
、
５
年
間
に

わ
た
っ
て
大
き
な
褥
瘡
に
悩
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
の

相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
は
「
褥
瘡
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
私
も
、
「
褥
瘡
に
効
く
薬
は
な
い

の
か
」
と
言
わ
れ
て
、
「
そ
の
疾
患
は
、
な
ん
で
す

か
？
」
と
聞
き
返
し
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
で
医
師
か
ら
相
談
を
受
け
た
私

は
、
文
献
を
当
た
り
、
院
内
で
イ
ソ
ジ
ン
シ
ュ
ガ
ー

を
製
剤
し
て
病
棟
に
持
っ
て
行
き
、
使
用
法
を
お
伝

え
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
医
師
か
ら
「
自
分
が
見
て

い
る
の
で
、
実
際
に
塗
っ
て
み
て
ほ
し
い
」
と
言
わ

れ
、
私
が
患
者
さ
ん
に
塗
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

―
―
今
で
こ
そ
、
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
（
医

政
発
０
４
３
０
第
１
号
）
に
よ
り
、
医
師
と
プ
ロ
ト

コ
ー
ル
を
作
成
・
合
意
す
れ
ば
、
薬
剤
師
も
医
師
と

の
協
働
薬
物
治
療
管
理
と
し
て
臨
床
行
為
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
と
し
て
は
、
き
わ
め
て

稀
な
出
来
事
で
す
ね
。

古
田　

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
翌
日
も
医
師
か
ら
電

話
が
あ
り
、
以
降
、
毎
日
、
呼
び
出
さ
れ
て
、
そ
の

患
者
さ
ん
の
褥
瘡
治
療
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

―
―
患
者
さ
ん
の
病
態
に
も
変
化
が
？

古
田　

５
年
間
治
ら
な
か
っ
た
褥
瘡
が
半
年
ほ
ど
で

治
癒
し
ま
し
た
。
以
来
、
全
病
棟
か
ら
依
頼
が
押
し

寄
せ
（
笑
）、
医
師
と
と
も
に
カ
ル
テ
を
見
な
が
ら

疾
患
や
全
身
状
態
に
つ
い
て
相
談
し
、
患
者
さ
ん
に

触
れ
て
壊
死
を
調
べ
た
り
、
病
態
に
応
じ
て
適
切
な

薬
剤
を
医
師
に
伝
え
、
処
方
せ
ん
を
書
い
て
も
ら
う

日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

多
い
日
に
は
１
日
30
名
以
上
の
患
者
さ
ん
の
と
こ

ろ
を
訪
れ
ま
し
た
。
「
名
古
屋
に
褥
瘡
専
門
の
薬
剤

師
が
い
る
ら
し
い
」
と
の
噂
を
聞
い
て
、
東
京
か
ら

患
者
さ
ん
が
転
院
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
初
回
だ
け
先
生
が
回
診
に
参
加
し
て
薬
物
療
法

を
提
案
し
、
あ
と
は
看
護
師
に
任
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

古
田　

前
述
の
よ
う
に
褥
瘡
対
策
に
は
病
態
評
価
が

必
須
で
す
が
、
薬
剤
師
の
病
態
評
価
は
看
護
師
の
そ

れ
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
は
業
務
が
交

代
制
な
の
で
、
前
日
と
同
じ
看
護
師
が
処
置
を
行
う

と
も
限
ら
ず
、
症
状
が
良
く
な
っ
て
い
る
の
か
、
悪

く
な
っ
て
い
る
の
か
の
判
断
も
く
だ
せ
な
い
─
─
。

毎
日
、
病
棟
を
訪
れ
る
薬
剤
師
が
処
置
に
か
か
わ
る

こ
と
が
ベ
ス
ト
な
の
で
す
。

薬
剤
師
が
褥
瘡
を
担
当
す
る
と

医
療
費
が
驚
く
ほ
ど

減
額
で
き
る

―
―
薬
剤
師
の
褥
瘡
対
策
へ
の
参
加
に
よ
り
、
患
者

さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
大
き
く
向
上
す
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。

古
田　

加
え
て
、
薬
剤
師
の
関
与
に
よ
る
経
済
的
効

果
が
著
し
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
昨
年
、
全
国
11
の
医
療
機
関
と
協
力
し
、
褥

瘡
治
療
に
薬
剤
師
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
る
経
済
効

果
を
調
べ
た
論
文
（
医
師
・
薬
剤
師
・
看
護
師
に
よ

る
褥
瘡
チ
ー
ム
医
療
の
経
済
的
側
面
に
関
す
る
考
察

／
日
本
医
療
・
病
院
管
理
学
会
誌
／
２
０
１
３
年
７

「
治
ら
な
い
」
の
で
は
な
く

薬
剤
師
の
視
点
が
な
い
の
で

「
治
せ
な
か
っ
た
！
」

―
―
褥
瘡
と
言
え
ば
、
主
な
患
者
層
は
寝
た
き
り
の

高
齢
者
で
あ
り
、
看
護
師
が
中
心
と
な
っ
て
管
理
が

行
わ
れ
、
「
治
ら
な
い
疾
患
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
が
実
態
で
す
。

古
田　

ぜ
ひ
、
間
違
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
褥
瘡
は
、
治
ら
な
い
疾
患
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
医
師
や
看
護
師
と
と
も
に
薬
剤
師
も
正
し
く
病

態
を
評
価
し
、
正
し
い
薬
物
療
法
を
提
供
す
れ
ば
治

癒
が
可
能
で
す
。

―
―
治
癒
で
き
る
の
で
す
か
!?

古
田　

は
い
。
実
際
に
私
は
、
医
師
や
看
護
師
と
の

チ
ー
ム
の
一
員
と
な
っ
て
、
多
く
の
患
者
さ
ん
を
治

癒
に
導
い
て
き
ま
し
た
。

　

褥
瘡
対
策
は
薬
物
療
法
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
看

護
師
な
ど
他
の
医
療
職
で
は
、
お
そ
ら
く
「
決
め
ら

れ
た
薬
を
使
う
」
こ
と
し
か
、
し
て
い
な
い
は
ず
。

し
か
し
、
薬
剤
の
専
門
家
で
あ
る
薬
剤
師
は
、
病
態

に
合
わ
せ
て
「
薬
が
効
く
状
態
に
す
る
」
こ
と
が
で

き
ま
す
。

―
―
褥
瘡
は
治
ら
な
い
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
原
因
は

薬
剤
の
使
用
に
お
い
て
、
本
来
あ
る
べ
き
薬
学
的
視

点
が
抜
け
落
ち
て
い
た
点
に
あ
る
、
と
。

古
田　

え
え
。
当
た
り
前
で
す
が
、
薬
物
療
法
は
薬

が
効
く
状
態
を
維
持
し
て
初
め
て
効
果
が
出
ま
す
。

し
か
し
、
褥
瘡
は
薬
剤
を
患
部
に
塗
布
し
て
も
、
薬

剤
滞
留
障
害
〈
注
〉
が
起
き
や
す
く
、
薬
が
効
く
状

態
を
維
持
す
る
の
が
難
し
い
。
そ
の
点
が
指
摘
さ
れ

な
い
ま
ま
、
い
つ
し
か
「
褥
瘡
は
治
ら
な
い
」
が
常

識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
褥
瘡
の
主
た
る
原
因
は
圧
迫
で
、
骨

の
か
た
ち
に
創
が
で
き
ま
す
。
高
齢
者
の
場
合
、
皮

膚
が
た
る
み
が
ち
で
、
動
く
た
び
に
皮
膚
の
表
面
が

５
セ
ン
チ
ほ
ど
も
動
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
創
に
薬
を

塗
布
し
て
も
皮
膚
が
ず
れ
れ
ば
、
薬
が
患
部
に
届
き

ま
せ
ん
。
目
薬
を
目
以
外
の
部
分
に
さ
し
て
も
無
意

味
な
の
と
同
じ
で
す
。

―
―
「
薬
が
効
く
」
環
境
づ
く
り
ま
で
配
慮
す
る
の

は
、
薬
学
知
識
の
豊
富
な
薬
剤
師
な
ら
で
は
の
役
割

で
す
ね
。

古
田　

褥
瘡
に
関
し
て
は
、
薬
剤
師
の
視
点
が
必
要

な
側
面
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
外
用
薬
は
、
成
分

の
95
％
以
上
を
占
め
る
基
剤
が
う
ま
く
溶
け
な
い
と

薬
効
成
分
が
出
て
い
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
創
の

状
態
に
見
合
っ
た
特
性
の
基
剤
を
選
択
し
、
適
切
な

湿
潤
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

薬
学
的
視
点
が
な
い
と
こ
う
し
た
工
夫
が
な
さ
れ

ず
、
基
剤
で
乾
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
、
逆
に
水
分

が
多
す
ぎ
た
り
し
て
薬
効
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
ず
、

良
く
な
る
も
の
も
良
く
な
ら
な
い
の
で
す
。
褥
瘡
対

策
で
は
薬
剤
師
の
視
点
の
有
無
が
治
癒
の
可
・
不
可

を
分
け
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

病
態
に
よ
っ
て

外
用
薬
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず

薬
学
知
識
が
必
須

―
―
先
生
が
薬
剤
師
と
し
て
褥
瘡
対
策
に
た
ず
さ
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
？

【資料１】古田氏による褥瘡に対する薬物療法の例

（A） （B） （C） （D）

　表面をおおっていた黒
色壊死組織を外科的デブ
リードマン後（A）、外用
薬により腱や靱帯の壊死
組織を清浄化（B）した。
壊死組織の減少にともな
い、たるみによる創の変
形が生じて薬剤滞留障害
が起きるため（C）、上方
向へ牽引して創の固定を
行うことで薬剤滞留を促
した。常に湿潤環境に着
目した薬物療法の実施を
心がけて創の縮小を進ま
せた（D）。
　治療期間は（A）〜（D）
まで60日である。

〈注〉薬剤滞留障害：
高齢者の加齢変化にともなう皮膚のたるみによって皮下組織に達する創
で変形が生じ、充填した外用薬が創内に滞留せず、創外に押し出される
ため薬剤の効果が大きく減弱する現象
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古
田　

今
か
ら
25
年
ほ
ど
前
、
当
時
の
名
古
屋
市
内

の
勤
務
先
の
病
院
で
循
環
器
科
医
か
ら
、
５
年
間
に

わ
た
っ
て
大
き
な
褥
瘡
に
悩
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
の

相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
は
「
褥
瘡
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
私
も
、
「
褥
瘡
に
効
く
薬
は
な
い

の
か
」
と
言
わ
れ
て
、
「
そ
の
疾
患
は
、
な
ん
で
す

か
？
」
と
聞
き
返
し
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
で
医
師
か
ら
相
談
を
受
け
た
私

は
、
文
献
を
当
た
り
、
院
内
で
イ
ソ
ジ
ン
シ
ュ
ガ
ー

を
製
剤
し
て
病
棟
に
持
っ
て
行
き
、
使
用
法
を
お
伝

え
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
医
師
か
ら
「
自
分
が
見
て

い
る
の
で
、
実
際
に
塗
っ
て
み
て
ほ
し
い
」
と
言
わ

れ
、
私
が
患
者
さ
ん
に
塗
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

―
―
今
で
こ
そ
、
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
（
医

政
発
０
４
３
０
第
１
号
）
に
よ
り
、
医
師
と
プ
ロ
ト

コ
ー
ル
を
作
成
・
合
意
す
れ
ば
、
薬
剤
師
も
医
師
と

の
協
働
薬
物
治
療
管
理
と
し
て
臨
床
行
為
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
と
し
て
は
、
き
わ
め
て

稀
な
出
来
事
で
す
ね
。

古
田　

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
翌
日
も
医
師
か
ら
電

話
が
あ
り
、
以
降
、
毎
日
、
呼
び
出
さ
れ
て
、
そ
の

患
者
さ
ん
の
褥
瘡
治
療
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

―
―
患
者
さ
ん
の
病
態
に
も
変
化
が
？

古
田　

５
年
間
治
ら
な
か
っ
た
褥
瘡
が
半
年
ほ
ど
で

治
癒
し
ま
し
た
。
以
来
、
全
病
棟
か
ら
依
頼
が
押
し

寄
せ
（
笑
）、
医
師
と
と
も
に
カ
ル
テ
を
見
な
が
ら

疾
患
や
全
身
状
態
に
つ
い
て
相
談
し
、
患
者
さ
ん
に

触
れ
て
壊
死
を
調
べ
た
り
、
病
態
に
応
じ
て
適
切
な

薬
剤
を
医
師
に
伝
え
、
処
方
せ
ん
を
書
い
て
も
ら
う

日
々
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

多
い
日
に
は
１
日
30
名
以
上
の
患
者
さ
ん
の
と
こ

ろ
を
訪
れ
ま
し
た
。
「
名
古
屋
に
褥
瘡
専
門
の
薬
剤

師
が
い
る
ら
し
い
」
と
の
噂
を
聞
い
て
、
東
京
か
ら

患
者
さ
ん
が
転
院
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
初
回
だ
け
先
生
が
回
診
に
参
加
し
て
薬
物
療
法

を
提
案
し
、
あ
と
は
看
護
師
に
任
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

古
田　

前
述
の
よ
う
に
褥
瘡
対
策
に
は
病
態
評
価
が

必
須
で
す
が
、
薬
剤
師
の
病
態
評
価
は
看
護
師
の
そ

れ
と
は
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
は
業
務
が
交

代
制
な
の
で
、
前
日
と
同
じ
看
護
師
が
処
置
を
行
う

と
も
限
ら
ず
、
症
状
が
良
く
な
っ
て
い
る
の
か
、
悪

く
な
っ
て
い
る
の
か
の
判
断
も
く
だ
せ
な
い
─
─
。

毎
日
、
病
棟
を
訪
れ
る
薬
剤
師
が
処
置
に
か
か
わ
る

こ
と
が
ベ
ス
ト
な
の
で
す
。

薬
剤
師
が
褥
瘡
を
担
当
す
る
と

医
療
費
が
驚
く
ほ
ど

減
額
で
き
る

―
―
薬
剤
師
の
褥
瘡
対
策
へ
の
参
加
に
よ
り
、
患
者

さ
ん
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
大
き
く
向
上
す
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。

古
田　

加
え
て
、
薬
剤
師
の
関
与
に
よ
る
経
済
的
効

果
が
著
し
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
昨
年
、
全
国
11
の
医
療
機
関
と
協
力
し
、
褥

瘡
治
療
に
薬
剤
師
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
る
経
済
効

果
を
調
べ
た
論
文
（
医
師
・
薬
剤
師
・
看
護
師
に
よ

る
褥
瘡
チ
ー
ム
医
療
の
経
済
的
側
面
に
関
す
る
考
察

／
日
本
医
療
・
病
院
管
理
学
会
誌
／
２
０
１
３
年
７

「
治
ら
な
い
」
の
で
は
な
く

薬
剤
師
の
視
点
が
な
い
の
で

「
治
せ
な
か
っ
た
！
」

―
―
褥
瘡
と
言
え
ば
、
主
な
患
者
層
は
寝
た
き
り
の

高
齢
者
で
あ
り
、
看
護
師
が
中
心
と
な
っ
て
管
理
が

行
わ
れ
、
「
治
ら
な
い
疾
患
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
が
実
態
で
す
。

古
田　

ぜ
ひ
、
間
違
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
褥
瘡
は
、
治
ら
な
い
疾
患
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
医
師
や
看
護
師
と
と
も
に
薬
剤
師
も
正
し
く
病

態
を
評
価
し
、
正
し
い
薬
物
療
法
を
提
供
す
れ
ば
治

癒
が
可
能
で
す
。

―
―
治
癒
で
き
る
の
で
す
か
!?

古
田　

は
い
。
実
際
に
私
は
、
医
師
や
看
護
師
と
の

チ
ー
ム
の
一
員
と
な
っ
て
、
多
く
の
患
者
さ
ん
を
治

癒
に
導
い
て
き
ま
し
た
。

　

褥
瘡
対
策
は
薬
物
療
法
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
看

護
師
な
ど
他
の
医
療
職
で
は
、
お
そ
ら
く
「
決
め
ら

れ
た
薬
を
使
う
」
こ
と
し
か
、
し
て
い
な
い
は
ず
。

し
か
し
、
薬
剤
の
専
門
家
で
あ
る
薬
剤
師
は
、
病
態

に
合
わ
せ
て
「
薬
が
効
く
状
態
に
す
る
」
こ
と
が
で

き
ま
す
。

―
―
褥
瘡
は
治
ら
な
い
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
原
因
は

薬
剤
の
使
用
に
お
い
て
、
本
来
あ
る
べ
き
薬
学
的
視

点
が
抜
け
落
ち
て
い
た
点
に
あ
る
、
と
。

古
田　

え
え
。
当
た
り
前
で
す
が
、
薬
物
療
法
は
薬

が
効
く
状
態
を
維
持
し
て
初
め
て
効
果
が
出
ま
す
。

し
か
し
、
褥
瘡
は
薬
剤
を
患
部
に
塗
布
し
て
も
、
薬

剤
滞
留
障
害
〈
注
〉
が
起
き
や
す
く
、
薬
が
効
く
状

態
を
維
持
す
る
の
が
難
し
い
。
そ
の
点
が
指
摘
さ
れ

な
い
ま
ま
、
い
つ
し
か
「
褥
瘡
は
治
ら
な
い
」
が
常

識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
褥
瘡
の
主
た
る
原
因
は
圧
迫
で
、
骨

の
か
た
ち
に
創
が
で
き
ま
す
。
高
齢
者
の
場
合
、
皮

膚
が
た
る
み
が
ち
で
、
動
く
た
び
に
皮
膚
の
表
面
が

５
セ
ン
チ
ほ
ど
も
動
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
創
に
薬
を

塗
布
し
て
も
皮
膚
が
ず
れ
れ
ば
、
薬
が
患
部
に
届
き

ま
せ
ん
。
目
薬
を
目
以
外
の
部
分
に
射
し
て
も
無
意

味
な
の
と
同
じ
で
す
。

―
―
「
薬
が
効
く
」
環
境
づ
く
り
ま
で
配
慮
す
る
の

は
、
薬
学
知
識
の
豊
富
な
薬
剤
師
な
ら
で
は
の
役
割

で
す
ね
。

古
田　

褥
瘡
に
関
し
て
は
、
薬
剤
師
の
視
点
が
必
要

な
側
面
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
外
用
薬
は
、
成
分

の
95
％
以
上
を
占
め
る
基
剤
が
う
ま
く
溶
け
な
い
と

薬
効
成
分
が
出
て
い
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
創
の

状
態
に
見
合
っ
た
特
性
の
基
剤
を
選
択
し
、
適
切
な

湿
潤
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

薬
学
的
視
点
が
な
い
と
こ
う
し
た
工
夫
が
な
さ
れ

ず
、
基
剤
で
乾
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
、
逆
に
水
分

が
多
す
ぎ
た
り
し
て
薬
効
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
ず
、

良
く
な
る
も
の
も
良
く
な
ら
な
い
の
で
す
。
褥
瘡
対

策
で
は
薬
剤
師
の
視
点
の
有
無
が
治
癒
の
可
・
不
可

を
分
け
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

病
態
に
よ
っ
て

外
用
薬
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず

薬
学
知
識
が
必
須

―
―
先
生
が
薬
剤
師
と
し
て
褥
瘡
対
策
に
た
ず
さ
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
？

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

【資料２】古田氏の著書

　従来、褥瘡対策に関
する本の内容はガイド
ラインに近いものが多
く、実用面では不足が
あった。古田氏の著書
は、どの職種が読んで
も薬学的観点を踏まえ
ながら病態評価をし、
薬物治療を実践できる
よう配慮されている。

〈注〉薬剤滞留障害：
高齢者の加齢変化にともなう皮膚のたるみによって皮下組織に達する創
で変形が生じ、充填した外用薬が創内に滞留せず、創外に押し出される
ため薬剤の効果が大きく減弱する現象
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月
）
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

同
論
文
で
は
、
医
師
や
看
護
師
に
薬
剤
師
を
加
え

た
チ
ー
ム
と
、
薬
剤
師
が
加
わ
ら
な
い
チ
ー
ム
の
褥

瘡
の
治
癒
期
間
を
比
較
。

　

治
療
開
始
後
に
症
状
が
悪
化
し
た
の
は
前
者
で
わ

ず
か
０
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
な
の
に
対
し
、
後
者
で
は

18
・
８
パ
ー
セ
ン
ト
と
大
き
な
差
が
つ
き
、
結
果
、

前
者
の
治
療
の
総
費
用
は
後
者
の
約
４
分
の
１
に
抑

え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

―
―
た
い
へ
ん
な
経
済
効
果
で
す
ね
。

古
田　

危
機
的
な
医
療
財
政
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
薬

剤
師
は
自
ら
の
仕
事
が
こ
れ
ほ
ど
経
済
的
負
担
を
軽

減
で
き
る
の
だ
と
自
負
す
べ
き
で
す
し
、
経
営
層
に

も
理
解
を
促
し
て
い
き
、
職
域
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

「
薬
剤
師
に
何
が
で
き
る
か
」
を

他
職
種
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め

自
ら
積
極
的
な
ア
ピ
ー
ル
を

―
―
先
生
は
、
多
職
種
が
参
加
す
る
学
術
団
体
で
あ

る
日
本
褥
瘡
学
会
の
今
年
の
学
術
集
会
で
、
薬
剤
師

と
し
て
初
め
て
会
長
に
就
任
さ
れ
る
な
ど
、
褥
瘡
に

お
け
る
薬
剤
師
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
で
す
。

　褥
瘡
は
薬
剤
師
な
ら
完
治
さ
せ
ら
れ
る
と
の
考
え

を
普
及
す
る
た
め
に
講
演
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
く
機
会

も
多
い
と
お
察
し
し
ま
す
が
、
手
応
え
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

古
田　

10
年
以
上
に
わ
た
っ
て
全
国
各
地
を
ま
わ
り

褥
瘡
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
外
用
薬
の
使
い
方
な
ど
を

学
ん
で
い
た
だ
く
実
習
や
、
座
学
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
毎
回
、
多
く
の
参
加
者
か
ら
た
く

さ
ん
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
関
心
の
高
さ
を
実
感
し

て
い
ま
す
。

　

受
講
さ
れ
た
方
か
ら
は
、
「
勤
務
先
の
病
院
グ
ル

ー
プ
全
体
で
薬
剤
師
が
褥
瘡
治
療
に
か
か
わ
る
よ
う

に
し
た
結
果
、
効
果
が
上
が
り
始
め
た
」
な
ど
、
う

れ
し
い
報
告
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
着
実
に
輪
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

古
田　

一
方
で
、
不
安
を
感
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
す
。

　

あ
る
年
、
私
は
薬
剤
師
を
対
象
と
し
た
薬
物
療
法

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
催
し
、
好
評
を
得
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
翌
年
は
参
加
資
格
の
職
種
制
限
を
外
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
応
募
者
の
半
分
を
看
護
師
が
占
め
ま

し
た
。

―
―
看
護
師
の
方
々
は
「
患
者
さ
ん
の
い
ち
ば
ん
そ

ば
に
い
る
の
は
私
た
ち
だ
」
と
の
意
識
が
強
い
で
し

ょ
う
か
ら
先
生
の
お
話
し
に
な
る
褥
瘡
の
知
識
も
積

極
的
に
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
す
ね
。

古
田　

あ
る
い
は
、
薬
剤
師
の
“
内
弁
慶
”
な
性
格

が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
ま
す
。
せ
っ

か
く
学
ん
だ
新
し
い
知
見
も
、
薬
剤
師
の
仲
間
内
で

は
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
他
職
種
の
前
で
は
押
し
黙

っ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
こ
の
ま
ま
で
は
、
引
き
つ
づ
き
看
護
師
が
褥
瘡

対
策
を
主
導
す
る
立
場
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

で
す
ね
。
何
事
に
も
積
極
的
な
看
護
師
に
く
ら
べ
、

薬
剤
師
は
、
「
こ
ん
な
こ
と
ま
で
し
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
」
と
怖
気
づ
く
ケ
ー
ス
も
多
い
で
す
し
。

古
田　

い
ま
だ
に
、
臨
床
に
た
ず
さ
わ
っ
て
は
い
け

な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
薬
剤
師
も
少
な
く
な
い
よ

う
で
す
。

　

薬
剤
師
に
よ
る
褥
瘡
対
策
が
評
価
さ
れ
た
の
も
一

因
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
３
月
、
薬
剤
の

使
用
方
法
に
関
す
る
実
技
指
導
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
通
知
（
医
政
医
発
・
薬
食
総
発
０
３
１
９
第
２

号
）
が
発
出
さ
れ
、
薬
剤
師
は
調
剤
さ
れ
た
外
用
剤

の
貼
付
や
塗
布
、
噴
射
に
関
し
、
医
学
的
な
判
断
や

技
術
が
と
も
な
わ
な
い
範
囲
内
で
実
技
指
導
を
行
え

る
と
さ
れ
ま
し
た
。
実
技
指
導
自
体
が
一
種
の
臨
床

行
為
で
す
か
ら
、
も
は
や
臨
床
行
為
を
行
う
の
が
良

い
、
悪
い
と
い
っ
た
話
を
し
て
い
る
場
合
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

褥
瘡
管
理
を
突
破
口
に

医
師
や
他
職
種
の
信
頼
を
得
て

職
域
を
広
げ
る
べ
し

―
―
薬
剤
師
が
褥
瘡
対
策
を
行
え
ば
、
患
者
さ
ん
の

た
め
に
も
な
り
、
医
療
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
大
き

い
。
し
か
し
、
薬
剤
師
は
声
が
小
さ
い
の
で
、
診
療

報
酬
で
の
保
険
点
数
加
算
な
ど
の
あ
と
押
し
が
必
要

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
田　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
と
お
り
、
褥
瘡
対
策

に
は
薬
学
的
視
点
が
必
須
な
の
で
、
数
あ
る
疾
患
の

中
で
も
、
チ
ー
ム
医
療
内
で
特
に
薬
剤
師
が
存
在
感

を
示
せ
る
分
野
で
す
。

　

褥
瘡
対
策
を
通
じ
て
、
医
師
や
他
職
種
と
切
磋
琢

磨
し
信
頼
を
得
ら
れ
れ
ば
、
他
の
疾
患
の
治
療
に
お

い
て
、
職
域
を
広
げ
ら
れ
る
突
破
口
に
も
な
る
で
し

ょ
う
。

―
―
褥
瘡
対
策
は
他
職
種
に
薬
剤
師
の
力
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
の
絶
好
の
機
会
で
す
ね
。

古
田　

薬
剤
師
が
、
今
何
か
し
ら
の
動
き
を
し
な
け

れ
ば
、
10
年
後
に
は
薬
剤
師
と
い
う
職
業
は
な
く
な

っ
て
い
る
─
─
そ
ん
な
危
機
意
識
を
私
は
持
っ
て
い

ま
す
。
「
調
剤
作
業
程
度
の
仕
事
な
ら
、
登
録
販
売

者
に
調
剤
権
を
付
与
す
れ
ば
安
く
つ
く
」
と
の
意
見

さ
え
、
あ
る
医
師
会
か
ら
聞
か
れ
ま
す
。

　

褥
瘡
対
策
は
、
入
院
、
外
来
、
在
宅
医
療
な
ど
多

様
な
場
面
で
求
め
ら
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
多
く
の
薬
剤

師
の
方
が
参
入
し
、
と
も
に
職
能
を
発
揮
し
て
く
だ

さ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

PROFILE
（ふるた・かつのり）
1976年名城大学薬学部卒業、国立名古屋病院薬剤科。1983年厚生省環境衛生
局家庭用品安全対策室、同生活衛生局食品化学課。1985年国立療養所東名古
屋病院薬剤科。1990年同副薬剤科長。1997年国立療養所中部病院薬剤科副薬
剤科長。2004年国立長寿医療センター薬剤部副薬剤部長。2010年独立行政法
人国立長寿医療研究センター薬剤部副薬剤部長／臨床研究推進部高齢者薬物治
療研究室長併任。2012年同臨床研究推進部高齢者薬物治療研究室長／薬剤部
併任、同在宅連携医療部併任。慶応義塾大学薬学部非常勤講師、金城学院大学
薬学部非常勤講師、名城大学薬学部非常勤講師。2014年第16回日本褥瘡学会
学術集会会長に薬剤師として初めて就任

2014年８月の同学会では、古田氏が薬剤師として初めて会長を務めた

【資料３】第16回日本褥瘡学会学術集会のポスター
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月
）
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

同
論
文
で
は
、
医
師
や
看
護
師
に
薬
剤
師
を
加
え

た
チ
ー
ム
と
、
薬
剤
師
が
加
わ
ら
な
い
チ
ー
ム
の
褥

瘡
の
治
癒
期
間
を
比
較
。

　

治
療
開
始
後
に
症
状
が
悪
化
し
た
の
は
前
者
で
わ

ず
か
０
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
な
の
に
対
し
、
後
者
で
は

18
・
８
パ
ー
セ
ン
ト
と
大
き
な
差
が
つ
き
、
結
果
、

前
者
の
治
療
の
総
費
用
は
後
者
の
約
４
分
の
１
に
抑

え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

―
―
た
い
へ
ん
な
経
済
効
果
で
す
ね
。

古
田　

危
機
的
な
医
療
財
政
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
薬

剤
師
は
自
ら
の
仕
事
が
こ
れ
ほ
ど
経
済
的
負
担
を
軽

減
で
き
る
の
だ
と
自
負
す
べ
き
で
す
し
、
経
営
層
に

も
理
解
を
促
し
て
い
き
、
職
域
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

「
薬
剤
師
に
何
が
で
き
る
か
」
を

他
職
種
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め

自
ら
積
極
的
な
ア
ピ
ー
ル
を

―
―
先
生
は
、
多
職
種
が
参
加
す
る
学
術
団
体
で
あ

る
日
本
褥
瘡
学
会
の
今
年
の
学
術
集
会
で
、
薬
剤
師

と
し
て
初
め
て
会
長
に
就
任
さ
れ
る
な
ど
、
褥
瘡
に

お
け
る
薬
剤
師
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
で
す
。

　褥
瘡
は
薬
剤
師
な
ら
完
治
さ
せ
ら
れ
る
と
の
考
え

を
普
及
す
る
た
め
に
講
演
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
く
機
会

も
多
い
と
お
察
し
し
ま
す
が
、
手
応
え
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

古
田　

10
年
以
上
に
わ
た
っ
て
全
国
各
地
を
ま
わ
り

褥
瘡
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
外
用
薬
の
使
い
方
な
ど
を

学
ん
で
い
た
だ
く
実
習
や
、
座
学
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
毎
回
、
多
く
の
参
加
者
か
ら
た
く

さ
ん
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
関
心
の
高
さ
を
実
感
し

て
い
ま
す
。

　

受
講
さ
れ
た
方
か
ら
は
、
「
勤
務
先
の
病
院
グ
ル

ー
プ
全
体
で
薬
剤
師
が
褥
瘡
治
療
に
か
か
わ
る
よ
う

に
し
た
結
果
、
効
果
が
上
が
り
始
め
た
」
な
ど
、
う

れ
し
い
報
告
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
着
実
に
輪
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

古
田　

一
方
で
、
不
安
を
感
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
す
。

　

あ
る
年
、
私
は
薬
剤
師
を
対
象
と
し
た
薬
物
療
法

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
催
し
、
好
評
を
得
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
翌
年
は
参
加
資
格
の
職
種
制
限
を
外
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
応
募
者
の
半
分
を
看
護
師
が
占
め
ま

し
た
。

―
―
看
護
師
の
方
々
は
「
患
者
さ
ん
の
い
ち
ば
ん
そ

ば
に
い
る
の
は
私
た
ち
だ
」
と
の
意
識
が
強
い
で
し

ょ
う
か
ら
先
生
の
お
話
し
に
な
る
褥
瘡
の
知
識
も
積

極
的
に
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
す
ね
。

古
田　

あ
る
い
は
、
薬
剤
師
の
“
内
弁
慶
”
な
性
格

が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
ま
す
。
せ
っ

か
く
学
ん
だ
新
し
い
知
見
も
、
薬
剤
師
の
仲
間
内
で

は
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
他
職
種
の
前
で
は
押
し
黙

っ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
こ
の
ま
ま
で
は
、
引
き
つ
づ
き
看
護
師
が
褥
瘡

対
策
を
主
導
す
る
立
場
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

で
す
ね
。
何
事
に
も
積
極
的
な
看
護
師
に
く
ら
べ
、

薬
剤
師
は
、
「
こ
ん
な
こ
と
ま
で
し
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
」
と
怖
気
づ
く
ケ
ー
ス
も
多
い
で
す
し
。

古
田　

い
ま
だ
に
、
臨
床
に
た
ず
さ
わ
っ
て
は
い
け

な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
薬
剤
師
も
少
な
く
な
い
よ

う
で
す
。

　

薬
剤
師
に
よ
る
褥
瘡
対
策
が
評
価
さ
れ
た
の
も
一

因
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
３
月
、
薬
剤
の

使
用
方
法
に
関
す
る
実
技
指
導
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
通
知
（
医
政
医
発
・
薬
食
総
発
０
３
１
９
第
２

号
）
が
発
出
さ
れ
、
薬
剤
師
は
調
剤
さ
れ
た
外
用
剤

の
貼
付
や
塗
布
、
噴
射
に
関
し
、
医
学
的
な
判
断
や

技
術
が
と
も
な
わ
な
い
範
囲
内
で
実
技
指
導
を
行
え

る
と
さ
れ
ま
し
た
。
実
技
指
導
自
体
が
一
種
の
臨
床

行
為
で
す
か
ら
、
も
は
や
臨
床
行
為
を
行
う
の
が
良

い
、
悪
い
と
い
っ
た
話
を
し
て
い
る
場
合
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

褥
瘡
管
理
を
突
破
口
に

医
師
や
他
職
種
の
信
頼
を
得
て

職
域
を
広
げ
る
べ
し

―
―
薬
剤
師
が
褥
瘡
対
策
を
行
え
ば
、
患
者
さ
ん
の

た
め
に
も
な
り
、
医
療
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
大
き

い
。
し
か
し
、
薬
剤
師
は
声
が
小
さ
い
の
で
、
診
療

報
酬
で
の
保
険
点
数
加
算
な
ど
の
あ
と
押
し
が
必
要

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
田　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
と
お
り
、
褥
瘡
対
策

に
は
薬
学
的
視
点
が
必
須
な
の
で
、
数
あ
る
疾
患
の

中
で
も
、
チ
ー
ム
医
療
内
で
特
に
薬
剤
師
が
存
在
感

を
示
せ
る
分
野
で
す
。

　

褥
瘡
対
策
を
通
じ
て
、
医
師
や
他
職
種
と
切
磋
琢

磨
し
信
頼
を
得
ら
れ
れ
ば
、
他
の
疾
患
の
治
療
に
お

い
て
、
職
域
を
広
げ
ら
れ
る
突
破
口
に
も
な
る
で
し

ょ
う
。

―
―
褥
瘡
対
策
は
他
職
種
に
薬
剤
師
の
力
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
の
絶
好
の
機
会
で
す
ね
。

古
田　

薬
剤
師
が
、
今
何
か
し
ら
の
動
き
を
し
な
け

れ
ば
、
10
年
後
に
は
薬
剤
師
と
い
う
職
業
は
な
く
な

っ
て
い
る
─
─
そ
ん
な
危
機
意
識
を
私
は
持
っ
て
い

ま
す
。
「
調
剤
作
業
程
度
の
仕
事
な
ら
、
登
録
販
売

者
に
調
剤
権
を
付
与
す
れ
ば
安
く
つ
く
」
と
の
意
見

さ
え
、
あ
る
医
師
会
か
ら
聞
か
れ
ま
す
。

　

褥
瘡
対
策
は
、
入
院
、
外
来
、
在
宅
医
療
な
ど
多

様
な
場
面
で
求
め
ら
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
多
く
の
薬
剤

師
の
方
が
参
入
し
、
と
も
に
職
能
を
発
揮
し
て
く
だ

さ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
（ふるた・かつのり）
1976年名城大学薬学部卒業、国立名古屋病院薬剤科。1983年厚生省環境衛生
局家庭用品安全対策室、同生活衛生局食品化学課。1985年国立療養所東名古
屋病院薬剤科。1990年同副薬剤科長。1997年国立療養所中部病院薬剤科副薬
剤科長。2004年国立長寿医療センター薬剤部副薬剤部長。2010年独立行政法
人国立長寿医療研究センター薬剤部副薬剤部長／臨床研究推進部高齢者薬物治
療研究室長併任。2012年同臨床研究推進部高齢者薬物治療研究室長／薬剤部
併任、同在宅連携医療部併任。慶応義塾大学薬学部非常勤講師、金城学院大学
薬学部非常勤講師、名城大学薬学部非常勤講師。2014年第16回日本褥瘡学会
学術集会会長に薬剤師として初めて就任
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　在宅緩和医療にたずさわって４年になる。枕元

に行き、患者さんが薬を飲むのを見守ったり、痛

み止めの貼り薬の使い方を指導したり、坐薬や注

射の施行を手伝ったり、リアルタイムに薬を使う

患者さんに寄り添えるようになった。薬局の窓口

では体験できなかったことだ。今までよりも患者

さんとの距離は、格段に近くなった。

　訪問していた患者さんの訃報を初めて知った日

を今も忘れられない。頭ではわかっていたことが

現実になったとき、言葉にならない感情でいっぱ

いになった。

　人は皆いずれ死ぬ。がんの終末期で積極的な治

療は行われず、命のある間の苦痛の緩和が自分に

与えられた仕事。日々の訪問の中で少しずつ衰え

ていく身体状態。死を予感させる状況の中で、自

分も頭ではこの訪問のゴールが死であることは理

解していたつもりだった。

　でも、「亡くなった」という事実の大きさはす

ごいものだった。何もできなかった、という気持

ち。患者さんの死を悲しむ資格がないようにも感

じた。陳腐な表現だが「死」に打ちのめされた。

　在宅緩和医療を始めた当初、嫌いだった仕事が

ある。亡くなった患者さんのご自宅への訪問であ

る。調剤ずみのオピオイドの回収と、患者一部負

担金の徴収をしないといけない。亡くなってから

どのくらい期間を空けて行こうか。ご遺族にどん

な言葉をかければいいのか。半年くらい、嫌な仕

事だと捉えていたと思い出す。当時は、「緩和ケ

ア」について何もわかっていなかったのだと今で

は思う。ご遺族へのグリーフケアというとても大

切な仕事を認識していなかった。

　在宅医療に関心のある薬学生の方から、ときど

き同じ質問を受ける。「治らない患者さんとつき

合うとき、仕事のモチベーションはどこにあるの

ですか」、「辛くないのですか」。

　がんなど、急激に死へ向かう疾患もあれば、脳

梗塞後遺症で長いこと介護が必要なときもある。

長期療養で、患者さんも介護者も、疲弊している

場合もある。身体的な治癒は、療養生活のゴール

と言えるのだろうか。身体機能は、年齢とともに

必ず衰えていく。病気だけが患者さんの苦しみだ

ろうか。

　緩和ケアには、「トータルペイン」という概念

がある。身体的苦痛以外にも心理的、社会的、精

神的な苦痛すべてが絡み合い、当事者と家族の痛

みになる。人生の中で醸成された痛みの緩和は、

薬物治療だけでは叶わないケースのほうがきっと

多い。在宅療養支援と在宅緩和ケア、この２つの

言葉の本質は同じものであるように感じる。

　街の薬局には、薬物治療の責任者としてだけで

は足りない仕事があるように感じ、模索する日々

である。

株式会社ファーマシィ　山根暁子

第７回
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■性別に見た有訴者率（人口1,000人対）

■性別に見た有訴者率の上位５症状（複数回答）

総数 男性 女性

312.4 276.8 345.3
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〈子宮頸がん〉
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乳がん検診
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年
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こ
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た
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❷国民はどのような体調不良の症状を自覚しているのでしょうか？

❸ 
がん検診の受診率は上がっているのでしょうか？

＊厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」より作成

で
。
。

　病気やけがなどで自覚症状のある者（有訴者）の比率は、人口1,000人当たり312.4でした。性別で比較する
と、男性276.8、女性が345.3で女性のほうが高くなっています。
　症状別に見ると、男性では「腰痛」がトップなのに対し、女性では「肩こり」が最多でした。

　40歳から69歳の者（子宮がん〈子宮頸がん〉検診は20歳から69歳。入院者は除く）について、過去１年間に
がん検診を受診した者を見ると、男女とも「肺がん検診」がもっとも多く、男性で47.5％、女性で37.4％でし
た。過去の調査結果と比較すると、大半の検診において受診率は向上しつづけています。

（％）
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InformationBox

薬剤師が
知っておきたい
情報あれこれ

■健康意識の構成割合（６歳以上）

■性・年齢別の健康意識の構成割合（６歳以上）

  良いと思っている 普通 あまり
良くない 良くない 不詳

良い まあ良い

38.5 20.8 17.8 46.9 11.5 1.9 1.2

総　　数

６～９歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

まあ良い

❶国民は自分を「健康だ」と考えているのでしょうか？

❷

❸

【国民の健康状況を知る】
　厚生労働省は今年７月、2013年に行った国民生活基礎
調査の結果を取りまとめ、公表しました。
　同調査は、保健、医療、福祉、年金、所得など国民生活
の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、運営に必要
な情報を得ることを目的に実施。1986年を初年として３
年ごとに大規模な調査を、その間の各年には調査事項と対
象世帯の少ない簡易な調査を行っており、2013年は、10
回目の大規模調査の実施年にあたりました。
　今回は同調査の結果から「健康状況」に関する事項をと
り上げ、国民の健康に対する意識について考えてみます。

　６歳以上を対象にした健康意識の構成割合を見ると、自分の健康状態は「普通」と思っている者が46.9％で
もっとも多く、次いで「良いと思っている（「良い」と「まあ良い」をあわせた者）」が38.5％となっています。
また、年齢別のグラフを見ると、加齢に応じて「良いと思っている」者が減少していく傾向がよくわかります。
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BOOK
『平成26年度版
  薬局薬剤師における在宅業務マニュアル』
監修：矢後和夫／編集：なの花薬局在宅推進委員会／発行：薬事日報社

　2014年度の診療報酬改
定では、重要課題のひと
つとして在宅薬剤管理指
導のいっそうの推進が挙
げられました。基準調剤
加算の施設基準や、在宅
患者訪問薬剤管理指導料
の評価見直しが行われ、
在宅医療への保険薬局や
薬剤師の積極的な参加が
求められています。
　本書は、今回の診療報
酬改定内容を反映させた
全面改訂版で、実際に在
宅医療にたずさわってい

る薬局薬剤師が実務に沿って業務内容を詳細に紹介。在宅医療業
務開始に必要な手続きや、医療保険、介護保険別の在宅訪問業務
の流れ、在宅医療に欠かせない無菌製剤の調製のポイントなど事
務と現場の作業の両面から見て必要な事柄が解説されています。
　また、高齢者が訪問薬剤指導を受けるまでの内容を動画にまと
めたDVDがついているほか、保険薬局で作成する各種書式がダ
ウンロードできる特典があります。

TECHNOLOGY
処方履歴を共有化できる薬局向けシステム

　三菱電機株式会社は、チェーン展開されている保険薬局向けシ
ステム「調剤Melphin（メルフィン）」の新たなサービスとして、
保険薬局での薬の処方履歴の共有化などにより、患者へのサービ
ス向上を実現する「Melphinセキュアネットサービス∞（インフ
ィニティ）」を発売しました。
　同システムは、チェーン薬局のうちの１店舗で患者情報を登録

すれば、他店舗でも処方情報の閲覧が可能です。同一チェーンで
あれば登録作業が一度ですむので、入力作業の負担と患者の待ち
時間を軽減できます。どの店舗でも以前に来局した際の情報を参
照して、患者へ正確な調剤、的確な服薬指導を行えます。
　また、オンラインによるVAN発注・納品への対応により、仕
入れにともなう作業を削減します。簡単な操作で自店舗の在庫状
況を把握できるようになり、在庫切れによる患者の待ち時間の増
大や患者離れを抑止します。同一チェーンの店舗間での余剰在庫
情報の共有により、薬剤の店舗間の移動がしやすくなり、廃棄量
の低減など、コスト削減にも寄与します。
　さらに、同システムとタブレット端末を接続することで、患者
宅や施設への訪問時や夜間の緊急対応など、外出先でも店舗内と
同様に薬歴の参照・入力ができます。

INNOVATION
「つたわるフォント」を錠剤に利用して誤飲を防ぐ

　ファイザー株式会社は、持続性カルシウム拮抗薬「ノルバスク
錠2.5mg ／５mg／10mg」（一般名：アムロジピンベシル酸塩）に、
製品名と用量を読みやすいフォントで両面印字した新しい錠剤の
製造・出荷を開始しました。同薬は、持続的な臨床効果を特徴と
し、数多くの臨床エビデンスを有する高血圧症及び狭心症の治療
薬。日本では1993年の発売以降、降圧治療の第一選択薬のひとつ
として広く処方されています。
　今回、同社では医療の安全性を向上させるため、錠剤への印字
方法を見直し、慶應義塾大学、博報堂ダイバーシティデザイン、
株式会社タイプバンクが共同で開発した、「つたわるフォント」
で錠剤に製品名と用量を印字することとしました。

　「つたわるフォン
ト」は、誤認を防ぎ、
可読性を高めること
を目的に開発された
フォントで、似たよ
うな文字や、数字が
判別しやすく、ぼや
けた状態でも読みや
すいなどの利点があ
ります。

TOPICS 
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従来製品に表示されていた識別コードに代えて、新製品では製品名と
用量を両面に印字している
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［タ－ンアップ］

november／december
2011

［ターンアップ］
創　刊　号

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）理事長

近藤 達也
Voice─編集長対談─
東京薬科大学学長

笹津 備規

科
学
的
な
判
断
を
し
て

医
師
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
いっ
て
ほ
し
い
。

 

│
│ 

近
藤 

達
也

No.１ （2011年11月発行）
PMDA理事長
近藤 達也

No.２ （2012年１月発行）
東大大学院薬学系研究科教授

澤田 康文

january／february
2012

［ターンアップ］
No.2

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座教授

澤田 康文
Voice─編集長対談─
財団法人日本薬剤師研修センター理事長

豊島 聰

薬
害
防
止
の
ヒ
ン
ト
を
無
意
識
に

ゴ
ミ
箱
に
捨
て
て
い
ま
せ
ん
か
？

 

│
│ 

澤
田 

康
文

No.３ （2012年３月発行）
弁護士

三輪 亮寿

march／april
2012

［ターンアップ］
No.3

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
一般社団法人日本病院薬剤師会顧問弁護士・三輪亮寿法律事務所所長

三輪 亮寿
Voice─編集長対談─
大阪赤十字病院呼吸器科部副部長・がんサポートチーム

吉村 千恵

薬
剤
師
よ
、

顔
を
見
せ
よ
！

 

│
│ 

三
輪 

亮
寿

No.４ （2012年５月発行）
全社連理事長
伊藤 雅治

may／june
2012

［ターンアップ］
No.4

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
社団法人全国社会保険協会連合会理事長

伊藤 雅治
Voice─編集長対談─
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
医療科学専攻展開医療薬学講座病院薬学分野教授

中嶋 幹郎

で
き
る
だ
け
感
染
者
の
要
望
を
聞
き
、

間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

な
ん
と
か
叶
え
た
い
と
思
っ
た
。

 

│
│ 

伊
藤 

雅
治

）
事
充

No.７ （2012年11月発行）
GRIPSアカデミックフェロー

黒川 清

創刊１周年記念スペシャルインタビュー
政策研究大学院大学アカデミックフェロー／
特定非営利活動法人日本医療政策機構代表理事

黒川 清
Voice─編集長対談─
京都大学大学院医学研究科医療疫学分野教授

福原 俊一

マ
イ
ン
ド
セッ
ト
に
陥
ら
ず

未
来
の
医
療
を
イ
メ
ー
ジ
せ
よ
。

 

│
│ 

黒
川 

清

november／december
2012

［ターンアップ］
No.7

創刊１周年記念号

No.８ （2013年１月発行）
兵庫医療大学長

松田 暉

january／february
2013

［ターンアップ］
No.8

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
兵庫医療大学学長

松田 暉
Voice─編集長対談─
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急薬学分野教授

名倉 弘哲

薬
剤
師
は
、医
療
の
現
場
で

も
っ
と
発
言
権
を
得
る
べ
き
。

 

│
│ 

松
田 

暉

No.９ （2013年３月発行）
福島県立医科大学理事長兼学長

菊地 臣一

march／april
2013

［ターンアップ］
No.9

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
公立大学法人福島県立医科大学理事長兼学長／福島県医師派遣調整監

菊地 臣一
Voice─編集長対談─
新潟大学大学院医歯学総合研究科腎医学医療センター特任教授

丸山 弘樹

被
災
直
後
の
福
島
で
も

社
会
は
現
場
力
の
あ
る

薬
剤
師
を
必
要
と
し
た
。

 

│
│ 

菊
地 

臣
一

may／june
2013

［ターンアップ］
No.10

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会理事長

丸山 泉
Voice─編集長対談─
株式会社矢野経済研究所主席研究員

遠藤 邦夫

勇
気
を
出
し
て
、も
っ
と

街
に
出
て
いって
く
だ
さ
い
。

 

│
│ 

丸
山 

泉

No.10 （2013年５月発行）
日本プライマリ・ケア連合学会理事長

丸山 泉

）
長
徹

No.13 （2013年11月発行）
山梨大学臨床研究開発学講座特任教授

岩﨑 甫

november／december
2013

［ターンアップ］
No.13

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
山梨大学大学院医学工学総合研究部臨床研究開発学講座特任教授

岩﨑 甫
創刊２周年記念特別対談
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）理事長

近藤 達也

日
本
の
医
薬
品
開
発
に
、

も
っ
と
薬
剤
師
の
知
見
を
。

 

│
│ 

岩
﨑 

甫

創刊2周年記念号
No.14 （2014年１月発行）

先端医療振興財団臨床研究情報センター長
福島 雅典

january／february
2014

［ターンアップ］
No.14

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
公益財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センターセンター長兼研究事業統括
京都大学名誉教授

福島 雅典
Voice─編集長対談─
神戸大学医学部附属病院薬剤部部長／神戸大学医学部教授

平井 みどり

科
学
者
の
同
胞
た
る
薬
剤
師
よ
、

と
も
に
責
任
と
使
命
を

果
た
し
て
ほ
し
い
。

 

│
│ 

福
島 

雅
典

バックナンバーのご紹介

）
長
一

No.15 （2014年３月発行）
筑波大学水戸地域医療教育センター教授

徳田 安春

march／april
2014

［ターンアップ］
No.15

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合診療科教授

徳田 安春
Voice─編集長対談─
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構代表理事

吉田 武美

処
方
の
あ
り
様
を
チェッ
ク
す
る

大
切
な
役
割
を
担
え
る
の
は

保
険
薬
局
の
薬
剤
師
で
し
ょ
う
。

 

│
│ 

徳
田 

安
春
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『ターンアップ』は、薬剤師・
医療関係の方には無料でお送
りします。ご希望の方は下記
にご連絡をください。
また、皆様のご意見・ご感想
をお寄せください。

〒720-0825　
広島県福山市沖野上町4-13-27

株式会社ファーマシィ宛
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薬剤師の視点が加わることで、褥瘡管理が大幅に
改善した。処方医の意図どおりに薬剤の効果を

引き出す。病棟を舞台にチーム医療の中で、薬剤師に
しかできない専門性を発揮した好事例だと言える。さ
て、保険薬局に舞台を移してみるとどうだろうか。在
宅医療という限られた領域で成果を上げつつあるが、
大多数である外来の処方せん応需においては、旧態依
然とした医薬分業の姿が浮き彫りになっているのでは
ないか。薬剤師にしかできないことは本来、薬剤師が
いちばんわかっているはずなのに、いまだ行動に移せ
ていないことは残念でならない。� （H.T.）

先日、某新聞社のサイトで、中高年ゴルファーの
突然死についての記事を見かけました。その記

事によると、①暑い季節に、②プレイの合間にビール
を飲み、③ティショットを大きく曲げた、セカンドシ
ョット前が危険とのこと。②と③は防げそうにないの
で、涼しくなるまでゴルフは控えることにします。�
� （K.K.）

先日、いつも行っている保険薬局に薬を取りに行
くと、「お薬手帳に貼るシールは20円かかるの

ですが、お渡しさせていただいてもいいですか？」と
尋ねられました。そういえば、この20円をめぐって、
「そんなものは自分には必要ない。なぜ20円も払わな
ければならないのか」と、患者が薬剤師に詰め寄った
というような報道があったのを思い出しました。いざ
というときには、きっとお薬手帳は真価を発揮するも
のと思いますが、それをリアルに想像できる環境にな
いことが悲しく思えました。� （ほっ）

秋葉原にはしょっちゅう出かけていますが、いつ
からか、駅を挟んで電気街の反対側にできた大

型店にしか行かなくなっていました。久々に電気街を
訪れたところ、昔、通った店は軒並みなくなっていま
したが、代わりに新しい店が進出し、相変わらず賑や
かでした。� （フク）
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No.４ （2012年５月発行）
全社連理事長

伊藤 雅治

No.５ （2012年７月発行）
CPC代表理事

内山 充

july／august
2012

［ターンアップ］
No.5

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構代表理事

内山 充
Voice─編集長対談─
大阪薬科大学臨床実践薬学研究室准教授

恩田 光子

薬
剤
師
の
仕
事
は
、

「
レ
ギ
ュラ
ト
リ
ー
サ
イ
エン
ス
」そ
の
も
の
。

 

─
─ 

内
山 

充

No.６ （2012年９月発行）
全国自治体病院協議会長

邉見 公雄

september／october
2012

［ターンアップ］
No.6

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
公益社団法人全国自治体病院協議会会長／赤穂市民病院名誉院長

邉見 公雄
Voice─編集長対談─
ファルメディコ株式会社代表取締役社長／外科医

狭間 研至

薬
剤
師
は「
薬
の
鉄
人
」た
れ
。

 

─
─ 

邉
見 

公
雄

編集後記

No.10 （2013年５月発行）
日本プライマリ・ケア連合学会理事長

丸山 泉

No.11 （2013年７月発行）
神戸市立医療センター中央市民病院長

北 徹

july／august
2013

［ターンアップ］
No.11

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
神戸市立医療センター中央市民病院院長／
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事／京都大学名誉教授

北 徹
Voice─編集長対談─
CDSystem 株式会社代表取締役社長

陳 惠一

ポ
イ
ン
ト
は
一
点
、

患
者
が
ど
う
す
れ
ば

医
療
の
恩
恵
を

最
大
に
受
け
ら
れ
る
か
。

 

─
─ 

北 

徹

No.12 （2013年９月発行）
国立がん研究センター理事長／総長

堀田 知光

september／october
2013

［ターンアップ］
No.12

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
独立行政法人国立がん研究センター理事長／総長

堀田 知光
Voice─編集長対談─
日本大学薬学部実践薬学系医療コミュニケーション学研究室教授

亀井 美和子

薬
物
療
法
の
進
歩
が
著
し
い

が
ん
医
療
。

薬
剤
師
よ
、も
う一歩
前
に
。

 

─
─ 

堀
田 

知
光

バックナンバーのご紹介

No.16 （2014年５月発行）
国立長寿医療研究センター名誉総長

大島 伸一

No.17 （2014年７月発行）
東京山手メディカルセンター院長

万代 恭嗣

No.15 （2014年３月発行）
筑波大学水戸地域医療教育センター教授

徳田 安春

may／june
2014

［ターンアップ］
No.16

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
独立行政法人国立長寿医療研究センター名誉総長

大島 伸一
Voice─編集長対談─
九州保健福祉大学大学院医療薬学研究科教授

髙村 徳人

袋
詰
め
を
し
て
い
れ
ば
いい
時
代
を

終
わ
ら
せ
る
の
は
、薬
剤
師
自
身
。

 

─
─ 

大
島 

伸
一

july／august
2014

［ターンアップ］
No.17

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター院長

万代 恭嗣
Voice─編集長対談─
医療法人社団実幸会武蔵国分寺公園クリニック院長

名郷 直樹

「
師
」を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
、

患
者
の
近
く
に
い
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
る
。

 

─
─ 

万
代 

恭
嗣
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１９７３年、アメリカ。
すべてはここから始まりました。

国民から尊敬を集める職業──薬剤師
日本でもそうあるべきと信じ、1976年、保険薬局の先駆けとなりました。

武田 宏
代表取締役社長

製薬会社を退職し、将来展
望を固めようと海を渡ったア
メリカで、薬剤師が「市民か
ら尊敬される職業」であるこ
とを知りました。薬剤師資格
を持つ私には夢のような社
会であるアメリカへの憧れ
は、やがて「日本で、薬剤
師本来の役割を果たす」仕
組みづくりへの情熱へと変
わっていったのです。

誠実

継続感謝

Honesty

ContinuationAppreciation

夢を見定めた武田宏が信念を込めて設立した
株式会社ファーマシィは、日本の医薬分業と歩み
を共にし、成長してきました。設立当初より「地域
の皆さまの健康相談窓口」を使命と掲げ、時に
は相談者に「薬の服用より運動を」とアドバイス
することも是とする薬局運営をしています。
21世紀に入り10年以上を経た現在、わたしたち

は「見える薬局・薬剤師」の実践を最大のテー
マに活動しています。
セルフメディケーション支援、OTC販売、在宅に
おける薬の管理など、薬剤師の活躍できるフィール
ドをさらに広げ、地域の多くの方 と々触れ合う機会
を大切にし、新しい薬剤師像、未来の薬局のあり
方を率先してかたちにしていこうと努力しています。
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