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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
東京慈恵会医科大学外科学講座統括責任者・血管外科教授／高知県観光特使

大木 隆生
Voice─編集長対談─
徳島赤十字病院外科部長

石倉 久嗣

医
師
に
怯
ん
で
沈
黙
を
選
べ
ば

いつ
か
、逆
風
に
さ
ら
さ
れ
る
。

 

─
─ 

大
木 

隆
生

N
o.20



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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東京慈恵会医科大学外科学講座統括責任者・血管外科教授／

高知県観光特使

大木 隆生

現
状
の
ま
ま
で
は

「
薬
の
袋
詰
め
だ
け
で

儲
け
て
い
る
」と
揶
揄
さ
れ
て
も

文
句
は
言
え
な
い
。
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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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血
管
外
科
医
で
あ
る
大
木
隆
生
氏
に
は
、
薬
局
薬
剤
師
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
お
ろ
か
、
薬
剤
師
業
務
へ
の
関
心
も
希
薄
な
の
で
は
と
決

め
つ
け
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
以
下
の
コ
メ
ン
ト
で
、
大
き
な

思
い
違
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

「
私
た
ち
血
管
外
科
医
に
は
、
消
化
器
外
科
に
と
っ
て
の
消
化
器
内

科
や
、
心
臓
外
科
に
と
っ
て
の
循
環
器
内
科
の
よ
う
な
内
科
の
カ
ウ

ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
存
在
し
な
い
の
で
、
外
科
医
で
あ
る
と
同
時
に
血

管
病
の
内
科
医
で
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
術
前
、
術
後
を
含
め

患
者
さ
ん
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
外
来
で
診
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
血

管
外
科
で
扱
う
動
脈
瘤
や
末
梢
動
脈
疾
患
は
生
活
習
慣
病
の
な
れ
の

果
て
で
す
か
ら
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
高
血
圧
、
脂
質
異
常
症
、
糖

尿
病
、
慢
性
腎
臓
病
、
喫
煙
、
さ
ら
に
併
発
す
る
肺
気
腫
、
虚
血
性

心
疾
患
、
脳
血
管
障
害
の
内
科
的
管
理
に
一
家
言
あ
る
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
保
険
薬
局
で
ど
ん
な
薬
を
も
ら
い
、
ど
ん
な
服
薬

指
導
を
受
け
て
い
る
の
か
患
者
さ
ん
と
話
す
機
会
も
多
々
あ
り
ま
す

が
、
し
ば
し
ば
感
じ
る
の
は
、
『
こ
の
患
者
さ
ん
が
処
方
せ
ん
を
持

ち
込
ん
で
い
る
先
の
薬
剤
師
は
、
い
っ
た
い
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
』
で
す
。
危
険
な
飲
み
合
わ
せ
の
放
置
こ
そ
稀
で
す
が
、
同
じ

効
能
の
重
複
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
無
視
し
た
処
方
の
見
逃
し
は
日
常

茶
飯
事
で
す
。

　

患
者
さ
ん
に
『
薬
局
で
服
薬
指
導
を
受
け
た
り
副
作
用
の
有
無
を

問
わ
れ
ま
す
か
？
』
と
質
問
す
る
と
、
返
答
は
『
ノ
ー
』
ば
か
り
。

こ
う
し
た
会
話
を
交
わ
し
た
患
者
数
は
数
千
人
に
及
び
、
医
薬
分
業

の
実
態
の
あ
る
側
面
は
確
実
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

◆

　

厚
生
労
働
省
（
以
下
、
厚
労
省
）
が
、
37
の
モ
デ
ル
国
立
病
院
に

対
し
て
完
全
分
業
（
院
外
処
方
せ
ん
受
取
率
70
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）

を
指
示
し
た
１
９
９
７
年
以
降
、
医
薬
分
業
が
急
速
に
進
み
、
２
０

０
３
年
に
は
全
国
の
医
薬
分
業
率
が
過
半
数
に
達
し
た
。
２
０
１
２

年
、
そ
の
数
値
は
66
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
。

　

大
木
氏
は
、
医
療
に
た
ず
さ
わ
る
仲
間
と
し
て
、
薬
局
薬
剤
師
に

向
け
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

「
医
薬
分
業
が
医
療
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
、
促
進
す
る
の
は
当
然

だ
と
の
意
見
に
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
も
の
ご
と
を
複
眼
的

に
見
る
意
味
で
、
こ
の
施
策
が
、
医
療
費
抑
制
の
手
段
と
し
て
厚
労

省
が
選
ん
だ
『
開
業
医
叩
き
』
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
点
に
注
意
し

て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
政
策
批
判
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
労
省
の
薬
漬
け
医

療
是
正
や
医
療
費
抑
制
の
た
め
の
選
択
が
『
開
業
医
叩
き
』
だ
っ
た

お
こ
ぼ
れ
で
、
保
険
薬
局
に
追
い
風
が
吹
い
た
事
実
を
忘
れ
る
べ
き

で
は
な
い
と
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
。

　

追
い
風
は
、
今
も
吹
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
医

師
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。
『
追
い
風
の
時
代
に
こ
そ
、
逆
風
が
吹
き
始
め
た
際
の
備
え

を
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
』。

　

こ
の
先
、
逆
風
が
吹
く
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
ま
す
し
、
私
に
は

吹
き
始
め
て
い
る
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
感
覚
を
共
有
で
き
る
方

の
数
は
、
か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
は
、
２
０
１
３
年
９
月
に
「
膨
張
す
る

医
療
費
の
要
因
は
高
騰
す
る
薬
剤
費
に
あ
り
―
２
０
０
０
年
度
〜
２

０
１
２
年
度
に
お
け
る
概
算
医
療
費
と
薬
剤
費
の
推
移
―
」
な
る
レ

ポ
ー
ト
を
発
表
し
た
（【
資
料
】）。
こ
れ
は
、
厚
労
省
が
公
表
し
て

い
る
概
算
医
療
費
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
M
E
D
I
A
S
）
の
制
度
別
医

療
機
関
種
類
別
医
療
費
と
、
社
会
医
療
診
療
行
為
別
調
査
を
も
と
に

２
０
０
０
年
度
か
ら
２
０
１
２
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
概
算
医
療

費
の
推
移
を
薬
剤
費
の
動
向
を
中
心
に
分
析
し
た
も
の
で
、
「
日
本

の
高
薬
価
構
造
が
是
正
さ
れ
、
そ
の
財
源
が
技
術
料
引
き
上
げ
や
患

者
負
担
軽
減
の
ほ
う
に
振
り
向
け
ら
れ
、
国
民
医
療
の
改
善
が
図
ら

外
科
医
は
手
術
を
念
頭
に
患
者
の
服
薬
状
況
に
敏
感
だ
。

保
険
薬
局
は
、責
任
を
全
う
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

【資料】保険薬局医療費の推移
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れ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
」
と

結
び
、
直
接
的
に
医
薬
分
業
へ

の
非
難
は
し
て
い
な
い
。
大
木

氏
は
用
意
し
て
い
た
同
レ
ポ
ー

ト
を
示
し
な
が
ら
話
す
。

「
け
れ
ど
も
、
読
み
手
の
解
釈

次
第
で
、
十
分
に
『
医
療
費
膨

張
の
病
根
は
入
院
外
医
療
費
の

伸
び
の
３
分
の
２
を
占
め
る
薬

剤
料
と
、
保
険
薬
局
（
調
剤
薬

局
）
技
術
料
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
？
』
と
の
問
題
提
起
と
受

け
止
め
ら
れ
ま
す
」

◆

「
逆
風
は
、
理
由
も
な
く
自
然

発
生
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
根

拠
の
あ
る
逆
風
は
、
世
論
の
あ

と
押
し
を
受
け
ま
す
。
象
徴
的

な
医
療
事
故
に
端
を
発
し
た
過

去
10
年
あ
ま
り
の
“
医
療
バ
ッ

シ
ン
グ
”
と
医
師
に
対
す
る
逆

風
の
強
さ
は
、
先
刻
承
知
で
し

ょ
う
。
保
険
薬
局
に
、
い
つ
か

同
様
の
逆
風
が
吹
き
始
め
な
い

と
は
誰
も
断
言
で
き
な
い
。
い
え
、
も
う
逆
風
は
吹
き
始
め
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

早
急
な
備
え
が
必
要
で
す
。
備
え
と
は
、
逆
風
に
向
か
っ
て
反
論

で
き
る
だ
け
の
実
績
で
す
。
た
と
え
ば
、
逆
風
が
『
薬
の
袋
詰
め
だ

け
で
、
法
外
な
技
術
料
を
得
る
の
は
け
し
か
ら
ん
』
と
詰
め
寄
っ
た

な
ら
ば
、
ど
う
反
論
し
ま
す
か
？
薬
剤
師
法
第
24
条
に
、
「
薬
剤
師

は
、
処
方
せ
ん
中
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
処
方
せ
ん

を
交
付
し
た
医
師
に
問
い
合
わ
せ
て
、
そ
の
疑
わ
し
い
点
を
確
か
め

た
あ
と
で
な
け
れ
ば
調
剤
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
日
本
薬
剤
師
会
に
よ
る
２
０
１
０
年
度
調
査
の
結

果
、
全
処
方
せ
ん
枚
数
の
う
ち
、
疑
義
照
会
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
３

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
し
た
。
『
技
術
料
に
ふ
さ
わ
し
い
服
薬
指
導
や

疑
義
照
会
を
X
パ
ー
セ
ン
ト
の
処
方
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
』
な
ど

と
デ
ー
タ
を
示
し
な
が
ら
反
論
で
き
な
け
れ
ば
、
逆
風
を
押
し
返
せ

な
い
で
し
ょ
う
」

　

患
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
薬
局
薬
剤
師
が
徹
底
的
に
疑
義

照
会
し
無
駄
な
薬
剤
を
駆
逐
し
、
効
果
の
低
い
処
方
せ
ん
を
糾
弾
し

て
い
る
様
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
だ
が

そ
う
な
っ
て
い
な
い
点
に
大
木
氏
の
落
胆
が
あ
る
。

「
処
方
権
は
医
師
に
あ
る
と
は
言
え
、
疑
義
照
会
の
電
話
を
煙
た
が

る
医
師
に
、
そ
れ
以
上
は
も
の
を
言
え
な
い
。
医
師
に
は
逆
ら
い
づ

ら
い
の
で
や
む
を
得
な
い
と
受
け
取
れ
ま
す
が
、
私
は
あ
え
て
責
任

放
棄
と
言
い
た
い
し
、
『
薬
の
袋
詰
め
だ
け
し
て
い
る
』
と
揶
揄
さ

れ
て
も
反
論
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
押
し
返
す
の
が
、
薬
剤

師
法
に
明
記
さ
れ
た
使
命
で
あ
り
、
存
在
意
義
で
す
」

　
「
あ
く
ま
で
余
談
で
す
が
」
と
前
置
き
し
彼
は
さ
ら
に
つ
づ
け
た
。

「
疑
義
照
会
の
電
話
に
、
つ
い
『
イ
ラ
ッ
』
と
し
て
し
ま
う
医
師
の

心
情
も
わ
か
る
気
が
し
ま
す
。
医
薬
分
業
や
診
療
報
酬
の
マ
イ
ナ
ス

改
定
な
ど
の
『
開
業
医
叩
き
』
が
始
ま
っ
て
以
降
、
主
に
開
業
医
の

経
営
環
境
は
年
と
と
も
に
厳
し
く
な
り
、
経
済
状
況
が
逼
迫
す
る
ケ

ー
ス
さ
え
出
始
め
て
い
る
昨
今
で
す
。
疑
義
照
会
を
し
て
き
て
い
る

相
手
が
、
自
分
た
ち
が
叩
か
れ
、
失
っ
た
分
の
医
療
費
の
受
け
皿
と

な
っ
て
い
る
保
険
薬
局
の
ス
タ
ッ
フ
だ
と
思
っ
た
だ
け
で
感
情
的
に

な
っ
て
し
ま
う
の
も
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

目
前
に
迫
っ
て
い
る
逆
風
の
時
に
備
え
よ
。

医
薬
分
業
は
、「
開
業
医
叩
き
」の
側
面
を
持
つ
。

【資料】保険薬局医療費の推移

（「 膨張する医療費の要因は高騰する薬剤費にあり―2000年度〜2012年度における概算医療費と薬剤費の推移―」より作成 ）
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〈 注 〉「 特定保険医
療材料」の割合は低
いため、本グラフで
は可視化できない

■ 特定保険医療
材料

■ 薬剤料
■ 指導管理料
■ 調剤技術料
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個
々
の
薬
剤
師
に
責
任
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
構
図
の

中
に
い
る
の
だ
と
の
自
覚
を
持
ち
、
疑
義
照
会
す
る
際
に
医
師
の
反

発
を
買
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
、
根
気
と
と
も
に
薬

剤
師
に
求
め
ら
れ
る
ス
キ
ル
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」

　

そ
し
て
、
強
い
口
調
で
本
質
に
触
れ
た
。

「
例
外
的
な
事
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
感
情
的
な
棘
も
含
め
て
高

圧
的
な
返
答
を
す
る
医
師
、
そ
の
圧
力
に
負
け
て
、
黙
り
込
ん
で
し

ま
う
薬
剤
師
。
双
方
と
も
使
命
の
い
く
ば
く
か
を
放
棄
し
て
い
る
と

知
る
べ
き
で
す
」

◆

　

医
療
界
に
、
制
度
的
な
歪
み
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歪
み
に
負

け
な
い
で
ほ
し
い
と
大
木
氏
は
言
う
。

「
同
じ
公
費
を
使
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
病
院
や
診
療
所
に
は
一

部
例
外
を
除
い
て
株
式
会
社
が
認
め
ら
れ
ず
、
保
険
薬
局
に
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
医
薬
分
業
の
追
い
風
の
中
で
経
済
活
動
の
論
理
を

前
面
に
押
し
出
せ
ば
、
多
大
な
利
益
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
る
で
し

ょ
う
。
実
際
、
年
収
数
億
円
を
誇
る
保
険
薬
局
経
営
者
も
出
現
し
ま

し
た
。
医
療
界
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。

少
な
く
と
も
私
は
、
そ
う
思
い
ま
す
。

　

原
理
的
に
株
式
会
社
は
利
益
を
追
求
す
る
装
置
な
の
は
論
を
ま
ち

ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
保
険
薬
局
が
薬
を
大
量
販
売
し
、

利
潤
追
求
す
る
だ
け
の
物
売
り
に
成
り
下
が
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

　

主
に
公
費
で
賄
わ
れ
て
い
る
医
療
の
一
部
を
確
か
に
担
う
保
険
薬

局
が
、
利
益
率
の
高
い
物
売
り
と
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
警
告

に
、
耳
を
貸
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

「
ス
ト
ッ
パ
ー
と
な
り
う
る
の
は
唯
一
、
薬
剤
師
だ
と
思
い
ま
す
。

組
織
形
態
は
株
式
会
社
で
利
益
追
求
の
本
能
を
持
っ
て
い
て
も
、
構

成
し
て
い
る
薬
剤
師
が
医
療
人
の
良
心
と
使
命
感
を
発
揮
す
れ
ば
、

結
果
と
し
て
高
い
公
共
性
を
帯
び
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
保
険
薬
局
の
組

織
と
業
界
に
自
浄
能
力
を
生
み
出
す
責
任
は
、
ひ
と
え
に
現
場
の
薬

剤
師
に
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
保
険
薬
局
の
経
営
者
や
店
舗
責
任
者
が
薬
剤
師
で

あ
る
必
要
は
な
い
現
行
ル
ー
ル
は
、
病
院
や
診
療
所
と
同
様
に
変
え

た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

大
木
氏
は
日
本
の
医
療
制
度
の
特
徴
を
性
善
説
だ
と
解
説
す
る
。

「
日
本
の
医
療
は
、
性
善
説
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
プ
レ
イ
ヤ
ー

が
皆
、
使
命
感
を
持
っ
て
行
動
を
す
る
前
提
で
制
度
が
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
賛
否
両
論
あ
り
ま
す
が
、
医
療
に
市
場
原
理
を
持
ち
込
ん

だ
米
国
の
惨
状
を
肌
で
知
っ
て
い
る
私
は
、
日
本
の
制
度
を
肯
定
し

ま
す
。
性
善
説
で
す
か
ら
、
制
度
に
は
甘
い
部
分
が
そ
こ
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
も
し
、
利
益
追
求
型
資
本
を
自
由
参
入
さ
せ
た
な
ら
、
制

度
の
抜
け
道
を
フ
ル
活
用
し
て
膨
大
な
利
潤
を
得
る
こ
と
は
容
易
で

し
ょ
う
。
手
賀
沼
に
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
を
放
流
し
た
よ
う
な
も
の
で
、

日
本
古
来
の
生
態
系
が
乱
れ
ま
す
。
株
式
会
社
で
あ
る
保
険
薬
局
が

疑
義
照
会
を
煙
た
が
る
医
師
も
、押
し
黙
る
薬
剤
師
も

使
命
の
い
く
ば
く
か
を
放
棄
し
て
い
る
。

薬
剤
師
の
遺
伝
子
に
組
み
込
ま
れ
た
良
心
に
期
待
。

制
度
の
歪
み
に
負
け
な
い
で
ほ
し
い
。
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そ
れ
に
近
い
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
、
と
の
疑
念
が
生
ま
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
感
は
持
っ
て
く
だ
さ
い
」

　大
木
氏
の
グ
ル
ー
プ
の
代
名
詞
と
も
言
え
る
「
枝
つ
き
ス
テ
ン
ト

グ
ラ
フ
ト
」
は
、
血
流
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
血
管
に
枝
を

つ
け
て
血
液
が
流
れ
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
動
脈
瘤
へ
は
血
流
を
遮

断
す
る
と
い
う
二
律
背
反
を
成
し
遂
げ
た
。
弓
部
と
胸
腹
部
大
動
脈

瘤
に
対
す
る
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
術
と
し
て
は
最
新
の
画
期
的
な
技

術
で
あ
り
、
手
術
不
能
と
宣
告
さ
れ
た
患
者
に
と
っ
て
は
最
後
の
砦

だ
が
、
い
ま
だ
保
険
適
用
と
な
っ
て
い
な
い
。

　そ
こ
で
、
誰
が
何
を
判
断
し
た
か
─
─
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
附

属
病
院
と
外
科
学
講
座
は
、
治
療
と
普
及
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
、

数
百
万
円
の
ス
テ
ン
ト
代
金
を
病
院
負
担
と
し
て
い
る
と
い
う
。

「
こ
の
手
術
以
外
に
治
療
法
が
な
い
患
者
さ
ん
に
対
し
て
は
、
赤
字

を
覚
悟
し
て
治
療
し
ま
す
。
株
式
会
社
の
経
営
者
に
聞
か
せ
た
ら
、

言
下
に
否
定
さ
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
株
主
代
表
訴
訟
の
リ
ス
ク
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
で
あ
げ
た
利
益
の
一
部
を
医
療
に
還
元
す

る
、
私
は
そ
れ
こ
そ
が
医
療
だ
と
胸
を
張
り
た
い
。
こ
こ
に
も
賛
否

が
巻
き
起
こ
る
の
は
承
知
で
言
い
切
り
ま
す
が
、
保
険
薬
局
の
関
係

者
諸
氏
に
は
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　公
費
を
使
っ
た
性
善
説
の
世
界
で
、
国
民
の
た
め
に
働
く
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
る
自
覚
の
も
と
に
切
磋
琢
磨
し
、
責
任
を
全
う
し
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
自
浄
能
力
を
発
揮
し
、
信
頼
を
得
る
。
保
険

薬
局
の
逆
風
に
対
す
る
備
え
は
、
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
鍵

に
な
る
の
は
薬
剤
師
の
遺
伝
子
に
組
み
込
ま
れ
た
医
療
者
と
し
て
の

良
心
と
使
命
感
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

PROFILE
（おおき・たかお）
1981年	 暁星学園高等学校卒業
1987年	 東京慈恵会医科大学卒業
1989年	 	東京慈恵会医科大学附属病院臨床研修
	 	東京慈恵会医科大学第一外科入局
1995年	 	米国アルバートアインシュタイン医科

大学血管外科研究員
2002年	 	米国アルバートアインシュタイン医科

大学血管外科部長
2005年	 	米国アルバートアインシュタイン医科

大学血管外科学教授
2006年	 	東京慈恵会医科大学血管外科教授
2007年	 	東京慈恵会医科大学外科学講座統括責

任	者

　大木氏からの「疑義照会」アドバイス

　本文で触れたとおり、疑義照会は薬剤師法第24条に規定されていま

す。服薬指導と並び、薬剤師業務そのものの目的と言えることから、薬

剤師にとって根幹を成す重大な業務であることがわかります。

　決して勘違いしてはならないのは、医師の非の指摘が目的ではないと

いうことです。そのような目的のはき違いは問題外のように感じられま

すが、目の前の忙しさに追われるとき、真の目的がぼやけてしまう可能

性もあるのではないでしょうか。

　日本薬剤師会が出した「平成22年度薬剤服用歴の活用、疑義照会実

態調査」のデータから、疑義照会の業務における実際の状況を知ること

ができます。調査期間の１週間に応需した処方せん枚数402.6枚に対し

て、疑義照会が実施された件数は平均12.7件。同期間のある１日に応需

した処方せん枚数平均84.5枚に対して、疑義照会が実施された件数は平

均2.3件という結果です。疑義照会が行われる割合としては、全処方せ

ん枚数のうち、およそ３％であるとわかります。

　疑義照会がうまくいくポイントを挙げてみましょう。

・�疑問に思った点を具体的、かつ、相手（医師）の立場に立って伝える
・�「患者さんを守るため」という本来の目的を忘れない
・�「診療時間中であっても、内容を問わず些細なことであっても、疑義
照会をしてほしい」という医師が大半を占める事実を認識しておく
　2009年４月上旬に、医師139名に対して行われた日経ドラッグインフ

ォメーションの調査によれば、「疑義照会を受けて良かった」と感じた

経験のある医師が86.4％にも上りました。たとえば、投与量ミスや、患

者さんにほかの障害があること、ダブル処方などの発覚により、大事に

いたらずにすんだというものです。診療時間中であっても、些細な点で

あっても、疑義照会をしてほしいと考える医師が大多数を占めることか

らも、医師は薬剤師に大いに期待し助けと感じているのがわかります。

　このような医師の期待に応える意味でも、疑義照会に限らず、常に医

師と密に連絡を取り合い、医療の質を上げていく努力が、今もっとも求

められているように思われます。

　そのためにも、日々の疑義照会でのやり取りにおいて、各々の薬剤師

が薬のプロフェッショナルとして確実にレベルアップしていくことが、

将来の医薬連携の達成度向上にもつながるのではないでしょうか。
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　大木隆生氏の取材のために訪れ
た東京慈恵会医科大学は、東京・
港区にキャンパスを構える。都心
のオフィス街らしく、同大学を含
め周辺には大小のビルが林立する
が、取材を終えてキャンパスの西
側の通りに出ると目の前に南北に
細長い緑の丘陵が現れて驚いた。
標高26m、天然の山では東京23区
内最高峰の「愛宕山」である。せ
っかくの機会なので登ってみるこ
とにした。

●
　愛宕山登山の手段はいくつかあ
るが、今回は山頂の北寄りにある
愛宕神社の参道に向かった。同神
社の創建は1603年、江戸幕府開府
と同年である。これから建設され
る江戸の街の防火を願い、徳川家
康の命によって祀られた。
　神社へ向かう男坂の86段の階段
前に立つと、あまりの急角度にあ
っけにとられてしまった。この階
段は、「出世の石段」とも呼ばれ

ている。由来はこうだ──。
　1634年、３代将軍家光が増上寺
の参拝帰りにこの石段下を通りか
かった際、山上に梅の花が咲いて
いるのを見て、家光は「馬に乗っ
たまま梅の枝をとってこられる者
はいないか」と挑戦者を募った。
誰もが怯む中、四国・丸亀藩の家
臣である曲垣平九郎が名乗りを上
げ、見事、馬で石段を駆け上り、
梅の枝を将軍に献上。平九郎は、
「日本一の馬術の名人」と讃えら
れ、全国に名を馳せたそうだ。以
来、「出世の石段」との呼び名が
ついた。ちなみに、それ以降は明
治、大正、昭和の各時代にひとり
ずつ、現在までに計４名が馬での
石段登頂に成功している。

●
　息を切らせながら石段を上り切
り、参拝をすませて境内を散策す
る。江戸時代には山頂から房総半
島まで見わたせ、江戸有数の景勝

地として知られたそうだが、現在
ではまわりをビルに囲まれてしま
い、残念ながら眺望はほとんどな
い。だが、境内はここが東京の真
ん中であることを忘れさせてくれ
るほど豊かな緑と静寂に満ちてお
り、その様子は江戸時代と変わら
ないだろう。

●
　境内を南側に出ると、大きな広
場を挟んでNHK放送博物館が建
つ。実は、愛宕山はNHK発祥の
地でもある。1925年の本放送開始
から1938年まで当地に放送局を置
き、ラジオを放送していたのだ。
その後、1956年に世界初の放送専
門博物館として生まれ変わった。
　館内には貴重な昔の放送機器な
どが多数、並んでいる。幕末に来
日した欧州の写真家フェリックス
・ベアトが愛宕山頂から撮影した
当時の江戸のパノラマ写真も展示
されているので、“登頂”の折に
はぜひご覧いただきたい。

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。

愛宕山
（東京都港区）

かつての眺望スポットも今では周囲から見下ろさ
れる存在に。奥に見えるビルは、2014年に開業し
た高さ247mの虎ノ門ヒルズ

現在のNHK放送博物館の建物は1968年に建てら
れた。約２万件の放送資料と約6,500点の放送関
係図書などを所蔵している

愛宕神社の出世の石段。桜田門外の変を起こした
水戸藩浪士は同神社で成功を祈願した後、江戸
城へ向かったとされる

愛宕山の中央付近を貫くトンネルは1930年竣工。
左に見えるガラス張りの塔屋は、麓と山頂を結ぶ
エレベーター
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徳島赤十字病院外科部長

石倉 久嗣

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

徳島赤十字病院には、全国でも有数の感染制御チーム（以下、ICT）が存在する。

通常、ICTを率いるのは内科医で、抗菌薬使用などの新ルール制定のため説得の対象となるのが外科医なのだが、

同院のケースでは、外科医である石倉久嗣氏がICTを率い、目覚ましい成果をあげている。

呼吸器外科医であり肺がんの研究に実績ある外科部長が感染制御に取り組んだいきさつや動機、

ICTでの薬剤師の役割について、きわめて興味深い話がうかがえた。

「感染制御チーム」の活動を通し
薬剤師が大いに飛躍
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感
染
制
御
の
活
動
は
、

純
度
の
高
い
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
た

チ
ー
ム
医
療
で
あ
る

│
│
ま
ず
は
、
貴
院
に
お
い
て
感
染
制
御
活
動
を
始

め
た
経
緯
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

石
倉　

日
常
診
療
に
た
ず
さ
わ
る
う
ち
に
、
次
第
に

感
染
症
や
感
染
管
理
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

勉
強
を
始
め
た
の
が
活
動
の
き
っ
か
け
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
勉
強
会
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
参
加
す

る
と
、
当
院
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
体
で
感
染
制

御
活
動
が
か
な
り
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
勉
強
会
を
通
じ
て
感
染
症
や
感
染
管
理
に

明
る
い
多
く
の
先
生
方
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
中
で
も
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
の
感
染
症
科

立
ち
上
げ
で
知
ら
れ
る
本
郷
偉
元
先
生
の
知
遇
を
得

た
の
は
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。
彼
の
話
を
聞
く
に

つ
け
、
こ
れ
か
ら
の
病
院
で
は
感
染
制
御
が
必
須
に

な
る
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
自
ら
進
ん
で
イ
ン
フ
ェ

ク
シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
ク
タ
ー（
以
下
、
Ｉ
Ｃ

Ｄ
）
の
資
格
を
取
得
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
創
設
を
病
院
側
に

具
申
し
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
病
院
側
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
必
要
性
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
、
２
０
０
４
年
に
創
設
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
私
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
、
チ
ー
ム
の
立
ち

上
げ
に
参
加
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

│
│
現
在
、
日
本
で
は
ま
だ
ま
だ
、
感
染
制
御
の
大

切
さ
が
万
人
に
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま

せ
ん
。

石
倉　

確
か
に
、
声
を
大
に
す
る
者
は
医
師
の
中
で

も
医
療
人
全
般
を
見
わ
た
し
て
も
、
ま
だ
少
数
派
と

言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
分
野
は
欧
米
に
く
ら

べ
て
明
ら
か
に
日
本
で
の
認
知
が
遅
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
院
内
感
染
の
恐
ろ
し
さ
は
年
と
と
も
に
実

感
す
る
者
が
増
え
て
い
ま
す
し
、
早
晩
、
注
力
の
必

要
性
が
認
め
ら
れ
る
日
が
く
る
で
し
ょ
う
。

│
│
つ
ま
り
、
現
時
点
で
は
日
の
目
を
見
た
と
は
言

え
な
い
分
野
と
も
表
現
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

石
倉　

私
が
つ
づ
け
て
き
た
感
染
制
御
活
動
も
、
こ

こ
ま
で
ず
っ
と
、
な
か
な
か
理
解
し
て
い
た
だ
け
ま

せ
ん
で
し
た
。
特
に
、
ベ
テ
ラ
ン
世
代
の
医
師
を
説

得
す
る
の
は
難
し
く
、
苦
労
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ど
う
や
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
“
敵
”
役
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
の
多
い
外
科
医
が
、
あ
え
て
先
頭
を

切
っ
て
チ
ー
ム
を
牽
引
し
た
の
が
奏
功
し
た
よ
う
で

す
。
こ
こ
数
年
で
、
当
院
に
お
い
て
は
、
や
っ
と
院

内
全
体
に
理
解
の
土
壌
が
定
着
し
て
く
れ
た
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
３
名
を
含
む
医
師
６
名
、
日
本

病
院
薬
剤
師
会
認
定
感
染
制
御
専
門
薬
剤
師
２
名
、

イ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ナ
ー
ス
（
Ｉ
Ｃ

Ｎ
）
２
名
を
含
む
看
護
師
７
名
、
臨
床
検
査
技
師
１

名
、
栄
養
士
１
名
、
事
務
職
員
１
名
、
計
18
名
の
チ

ー
ム
に
育
っ
て
い
ま
す
。
２
週
間
に
一
度
の
サ
イ
ク

ル
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
ほ
か
に
、
成
功
要
因
は
？

石
倉　

抗
菌
薬
適
正
使
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
と
導

入
を
な
か
ば
強
引
に
推
し
進
め
た
こ
と
は
、
結
果
的

に
吉
と
出
ま
し
た
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
編
纂
す
る
の
み
な
ら
ず
、
各
診
療
科
に

も
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
に
適
し
た
も
の
を
作
成
す
る
よ

う
求
め
た
の
で
す
が
、
「
進
め
方
が
け
し
か
ら
ん
」

と
い
う
お
叱
り
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
巻
き
起

こ
り
、
次
第
に
議
論
の
渦
と
な
り
ま
し
た
。
活
発
化

し
た
議
論
を
、
我
な
が
ら
う
ま
く
抗
菌
薬
適
正
使
用

の
方
向
に
誘
導
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て

い
ま
す
。

│
│
石
倉
先
生
の
先
見
の
明
は
、
何
ゆ
え
得
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

石
倉　
「
先
見
の
明
」
は
心
地
良
い
言
葉
で
す
の
で

否
定
は
し
ま
せ
ん
（
笑
）。
ひ
と
つ
だ
け
種
明
か
し

を
す
れ
ば
、
私
は
本
来
、
チ
ー
ム
医
療
を
重
視
す
る

医
師
で
あ
り
、
個
人
的
な
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
考
え

て
い
ま
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
、
究
極
か
否
か
は
さ
て
お
い
て
も
、
か

な
り
純
度
の
高
い
エ
ッ
セ
ン
ス
が
見
え
る
、
レ
ベ
ル

の
高
い
チ
ー
ム
医
療
で
あ
る
。
そ
こ
に
気
づ
い
た
日

か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
へ
の
情
熱
に
火
が
つ
き
ま
し
た
。

│
│
な
る
ほ
ど
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
チ
ー
ム
医
療
で
あ
る
。

石
倉　

チ
ー
ム
構
成
を
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
で
は
事
務
職
員
を
含
め
た
ス
タ
ッ
フ
が
ひ
と
つ
の

目
標
に
向
か
っ
て
、
全
員
で
感
染
制
御
に
取
り
組
み

ま
す
。

│
│
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
、
「
純
度
の
高
い
チ
ー
ム
医

療
の
エ
ッ
セ
ン
ス
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。

石
倉　

あ
く
ま
で
私
見
で
す
が
、
私
は
、
チ
ー
ム
医

療
は
「
医
師
だ
け
で
は
立
ち
い
か
な
い
」
度
合
い
が

強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
純
度
が
高
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
医
師
が
立
て
た
治
療
計
画
の
も
と
に
ス
タ
ッ
フ

が
集
ま
り
、
活
動
す
る
だ
け
の
ケ
ー
ス
よ
り
も
、
多
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職
種
の
専
門
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
持
ち
寄

り
、
チ
ー
ム
の
総
意
を
形
成
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を

持
つ
ケ
ー
ス
を
「
よ
り
チ
ー
ム
医
療
で
あ
る
」
と
受

け
止
め
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
い
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｄ
資
格
を
保
有

し
て
い
よ
う
が
、
専
門
や
認
定
資
格
を
持
っ
て
い
る

ス
タ
ッ
フ
が
い
て
も
、
ひ
と
り
で
は
何
ひ
と
つ
動
か

せ
な
い
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
、
強
く
チ
ー
ム
医
療
を
感
じ
て
い

ま
す
。

│
│
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
お
け
る
薬
剤
師
の
役
割
は
？

石
倉　

臨
床
検
査
技
師
と
並
ん
で
、
枢
要
を
担
う
職

種
で
す
。

　

重
症
感
染
症
や
耐
性
菌
検
出
症
例
へ
の
介
入
、
抗

菌
薬
適
正
使
用
な
ど
の
た
め
の
介
入
を
行
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ

に
、
薬
の
専
門
家
で
あ
る
薬
剤
師
の
存
在
は
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ｔ
Ｄ
Ｍ
に
関
し
て
は
薬
剤

師
の
専
売
特
許
と
思
い
ま
す
。

正
解
を
導
き
出
す
よ
り

「
こ
う
し
な
け
れ
ば
大
丈
夫
」
を

積
み
重
ね
る
こ
と
が
大
事

│
│
「
医
師
だ
け
で
は
立
ち
い
か
な
い
度
合
い
が
強

け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
よ
り
チ
ー
ム
医
療
で
あ
る
」
と

の
解
釈
に
は
、
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
ま
す
。

石
倉　

お
し
な
べ
て
、
間
違
っ
た
医
療
や
治
療
と
い

う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
ス
タ
ッ
フ
の
数
は

集
ま
っ
て
い
る
が
、
絶
対
権
力
は
医
師
が
持
っ
て
い

る
チ
ー
ム
で
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
医
師

だ
け
に
任
せ
て
い
る
の
で
、
間
違
っ
た
方
向
に
進
ん

で
し
ま
う
と
、
進
め
ば
進
む
ほ
ど
誰
も
何
も
言
え
な

く
な
る
。

　

集
ま
っ
た
ス
タ
ッ
フ
が
専
門
家
と
し
て
考
え
に
考

え
抜
い
た
末
に
出
し
た
提
案
を
持
ち
寄
り
、
ぶ
つ
け

合
う
。
出
た
結
論
に
対
し
、
医
師
が
、
責
任
だ
け
と

る
覚
悟
─
─
現
実
に
は
、
責
任
を
取
り
た
が
ら
な
い

医
師
、
逃
げ
る
医
師
が
多
い
の
で
す
が
─
─
で
Ｏ
Ｋ

す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
医
師
本
人
も
納
得
し
た
う
え
で

す
。
チ
ー
ム
医
療
が
す
ば
ら
し
い
成
果
を
生
み
出
す

プ
ロ
セ
ス
の
ひ
と
つ
が
、
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

│
│
「
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
誰
も
何
も
言
え
な
く
な

る
」
は
、
あ
っ
て
ほ
し
く
は
な
い
事
態
で
す
ね
。

石
倉　

で
す
が
、
い
ま
だ
に
そ
こ
か
し
こ
で
起
こ
っ

て
い
る
は
ず
で
す
。

│
│
そ
れ
に
く
ら
べ
、
専
門
家
の
提
案
が
多
数
ぶ
つ

か
り
合
う
議
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
に
は
納
得

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

【資料】ICTのメンバー
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が
い
く
。
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
と
え

効
果
が
か
ん
ば
し
く
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
チ
ー
ム

の
ス
タ
ッ
フ
が
検
討
を
尽
く
し
た
う
え
で
選
択
し
た

治
療
法
で
あ
れ
ば
、
患
者
さ
ん
に
も
受
け
入
れ
て
い

た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
倉　

１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
を
保
証
で
き
る
治
療
は

あ
り
え
ま
せ
ん
。
医
療
の
不
確
実
性
を
理
解
し
て
い

た
だ
き
、
結
果
が
ど
う
あ
れ
、
納
得
し
て
も
ら
え
る

か
ど
う
か
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
の
視
点
で

見
た
場
合
で
も
、
チ
ー
ム
医
療
の
意
義
は
大
き
い
で

す
ね
。

　

私
が
い
つ
も
力
点
を
置
い
て
述
べ
る
の
は
、
専
門

家
の
意
見
を
持
ち
寄
っ
て
正
解
を
導
き
出
す
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
議
論
の
展
開
の
中
で
見
え
て
く
る

「
こ
う
し
な
け
れ
ば
大
丈
夫
」、
「
こ
れ
だ
け
は
や
っ

て
は
い
け
な
い
」
の
大
事
さ
で
す
。

　

そ
れ
を
積
み
重
ね
て
、
よ
り
正
解
に
近
い
方
向
に

導
い
て
い
け
る
の
が
チ
ー
ム
医
療
の
最
大
の
効
用
と

思
う
の
で
す
。

医
師
へ
意
見
を
発
す
る
経
験
を
重
ね

大
き
く
飛
躍
し
て
い
っ
た

薬
剤
師
た
ち

│
│
た
だ
、
医
師
の
プ
ラ
イ
ド
は
、
か
な
り
控
え
目

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
。

石
倉　

患
者
さ
ん
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
当

然
で
し
ょ
う
。
患
者
利
益
を
前
に
す
れ
ば
、
医
師
の

プ
ラ
イ
ド
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
揺
る
ぎ
な
い
プ
ラ
イ
ド
を
守
る
医
師

も
ま
だ
多
い
で
す
し
、
医
師
が
プ
ラ
イ
ド
を
見
せ
た

瞬
間
に
た
じ
ろ
い
で
し
ま
う
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
の
も

事
実
で
す
。
中
で
も
克
己
の
苦
難
を
特
に
多
く
体
験

し
た
の
が
、
薬
剤
師
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
「
感
染
症
の
薬
物
治
療
に
は
、
薬
剤
師
の
意

見
を
聞
く
べ
き
」
と
、
医
師
か
ら
医
師
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
と
し
て
こ
と
あ
る
ご
と
に
耳
打
ち
し
て
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
が
、
医
師
に
向
か
っ
て
「
こ
の
処
方
は
良

く
な
い
」
と
意
見
す
る
の
は
薬
剤
師
の
役
割
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
立
ち
上
げ
の
当
初
は
「
な
ぜ
、
そ
ん
な
恐

ろ
し
い
行
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
」

と
尻
込
み
す
る
気
持
ち
が
薬
剤
師
の
中
に
強
か
っ
た

よ
う
で
す
。

│
│
「
医
師
に
意
見
す
る
の
は
怖
い
」
と
刷
り
込
ま

れ
た
薬
剤
師
は
、
い
ま
だ
多
い
で
す
。

石
倉　

残
念
な
が
ら
、
「
薬
剤
師
ご
と
き
が
医
師
に

意
見
す
る
の
は
許
さ
ん
」
と
に
ら
み
返
す
よ
う
な
医

師
も
、
ま
だ
ま
だ
多
い
で
す
か
ら
。
た
だ
、
い
か
に

か
た
く
な
な
タ
イ
プ
の
医
師
で
あ
っ
て
も
、
突
き
詰

め
れ
ば
科
学
者
で
す
。
理
に
か
な
っ
た
指
摘
と
思
え

れ
ば
、
傾
け
る
耳
は
あ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
当
初
の
数
年
は
、
各
医
師
か
ら
の
反
論
や

指
弾
の
防
波
堤
と
し
て
、
私
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
医
師
が
前

面
に
出
る
よ
う
心
が
け
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
医
師

対
医
師
で
丁
寧
に
議
論
を
重
ね
、
反
対
意
見
を
論
破

し
な
が
ら
チ
ー
ム
を
守
れ
た
の
が
成
長
の
原
動
力
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

医
師
に
意
見
す
る
の
に
難
渋
し
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の

薬
剤
師
に
は
、
「
単
な
る
疑
義
照
会
で
は
な
く
提
案

の
あ
る
疑
義
照
会
と
な
る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
し
、
背
中
を
押
し
つ
づ
け
ま
し
た
。

す
る
と
、
あ
る
日
、
医
師
か
ら
「
こ
ん
な
処
方
で
良

い
だ
ろ
う
か
」
と
薬
剤
師
に
内
線
電
話
が
か
か
っ
て

く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

│
│
ま
さ
に
、
克
己
の
瞬
間
で
す
ね
。

石
倉　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
動
を
通
し
て
当
院
の
薬
剤
師
は

大
い
に
飛
躍
し
た
と
思
い
ま
す
。
克
己
と
成
長
を
後

ろ
か
ら
見
守
っ
た
私
の
中
に
は
、
当
初
の
予
想
を
超

え
た
感
動
が
あ
り
ま
し
た
。

　

医
師
と
し
て
の
私
が
、
薬
剤
師
の
役
割
の
大
き
さ

と
優
秀
さ
を
再
認
識
で
き
た
と
い
う
意
味
で
も
、
意

義
の
大
き
な
経
験
で
し
た
。
薬
剤
師
に
は
受
け
身
に

な
り
が
ち
な
人
が
多
い
の
で
す
が
、
ひ
と
た
び
積
極

的
に
な
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
成
長
し
て
い

く
の
で
す
。

　

私
は
、
院
内
の
チ
ー
ム
医
療
と
し
て
、
が
ん
サ
ポ

ー
ト
チ
ー
ム
（
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
）
や
が
ん
化
学
療

法
チ
ー
ム
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

自
分
は
が
ん
薬
物
療
法
専
門
医
と
い
う
立
場
で
す
の

で
当
た
り
前
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
チ
ー
ム
で
は
、
す

で
に
専
門
薬
剤
師
や
認
定
看
護
師
な
ど
が
、
自
分
の

専
門
分
野
や
患
者
さ
ん
へ
の
説
明
に
関
し
て
は
、
自

覚
を
持
っ
て
チ
ー
ム
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
て
お
り
、

医
師
に
代
わ
っ
て
薬
剤
師
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

医
師
の
処
方
の
パ
タ
ー
ン
が
読
め
た
ら

そ
れ
を
材
料
に
臨
床
を
学
べ
！

医
師
と
の
距
離
も
縮
ま
る
は
ず

│
│
と
こ
ろ
で
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
は

ど
ん
な
感
想
を
お
持
ち
で
す
か
。

石
倉　

外
科
部
長
と
し
て
病
院
に
勤
務
し
て
い
ま
す

と
薬
局
薬
剤
師
と
の
接
点
は
皆
無
で
、
正
直
、
実
像

を
把
握
し
て
い
る
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
最
近
で
は
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
や
が
ん
化

学
療
法
を
担
当
す
る
当
院
薬
剤
師
が
抗
が
ん
剤
の
知

識
を
共
有
す
る
た
め
の
薬
薬
連
携
を
始
め
て
い
て
、

定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
勉
強
会
に
は
、
多
く
の
薬
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局
薬
剤
師
の
方
が
積
極
的
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
私
も
と
き
ど
き
講
師
を
引
き
受
け
て
お
手

伝
い
し
て
お
り
、
参
加
者
の
様
子
を
見
て
、
勉
強
熱

心
な
の
は
病
院
薬
剤
師
も
薬
局
薬
剤
師
も
変
わ
ら
な

い
な
あ
と
の
感
想
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
話
に
は
落
ち
が
あ
り
ま
す
。
勉
強

会
が
始
ま
っ
た
当
初
に
も
、
な
ら
ば
私
も
顔
を
出
し

て
み
た
い
と
申
し
出
た
の
で
す
が
、
断
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
理
由
は
、
「
医
師
が
顔
を
出
す
と
、
気

兼
ね
し
て
皆
さ
ん
が
発
言
し
な
く
な
る
」
か
ら
だ
そ

う
で
す
（
笑
）。

　

医
師
を
煙
た
く
感
じ
る
の
も
ま
た
、
病
院
薬
剤
師

と
薬
局
薬
剤
師
に
隔
て
の
な
い
こ
と
だ
と
妙
な
感
心

を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
最
近
は
医

師
も
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
我
々
が
来
る

と
発
言
が
減
る
そ
う
で
す
。

│
│
医
薬
分
業
の
是
非
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
話
題
に

な
る
昨
今
、
医
師
が
同
席
し
た
だ
け
で
押
し
黙
っ
て

し
ま
う
の
は
残
念
で
す
ね
。

石
倉　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
大
切
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
。

　

も
し
私
が
今
、
開
業
医
で
、
医
薬
分
業
に
不
満
を

持
つ
と
し
た
ら
た
ぶ
ん
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
と
う

ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
て
い
な
い
と
感

じ
た
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

処
方
せ
ん
を
受
け
取
り
、
薬
を
払
い
出
す
こ
と
だ

け
を
黙
々
と
つ
づ
け
、
関
心
は
売
り
上
げ
に
し
か
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
想
起
す
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
文
句
の
ひ
と
つ
も
出
る
で
し
ょ
う
。

│
│
心
根
は
遠
慮
が
す
べ
て
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

う
い
っ
た
疑
念
を
医
師
の
方
か
ら
持
た
れ
る
よ
う
で

は
い
け
ま
せ
ん
ね
。

　有
り
体
に
言
え
ば
、
き
ち
ん
と
仕
事
を
し
て
い
る

と
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
心
が
け
る
の
も
ひ

と
つ
の
重
要
な
業
務
で
す
。

石
倉　

医
師
サ
イ
ド
か
ら
言
え
ば
、
不
要
な
垣
根
を

感
じ
た
り
遠
慮
し
た
り
を
廃
し
、
プ
ロ
と
プ
ロ
と
し

て
対
等
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
い

い
の
で
す
が
…
…
。

　

心
理
的
な
垣
根
を
取
り
払
う
た
め
の
ド
リ
ル
と
し

て
、
ど
う
で
し
ょ
う
、
私
か
ら
ひ
と
つ
ア
ド
バ
イ
ス

が
あ
り
ま
す
。

　

門
前
薬
局
で
処
方
せ
ん
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
、

「
Ａ
と
い
う
医
師
は
、
Ｂ
と
い
う
症
状
に
は
、
必
ず

Ｃ
と
い
う
処
方
を
組
む
」
と
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う

話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
医
師
の
処

方
に
は
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ
も
あ
り
な

ん
で
す
。
で
あ
れ
ば
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
ど

ん
な
考
え
に
も
と
づ
く
の
か
と
か
、
パ
タ
ー
ン
の
２

つ
や
３
つ
を
突
き
合
わ
せ
て
違
い
を
考
察
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
必
ず
、
臨
床
に
つ
い
て
勉
強
に
な
る
要

素
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、
医
師
の
処
方
せ
ん
を
道
具
に
臨
床
の
勉

強
を
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
「
こ
の
医
師
を
使
い
倒

し
て
や
る
」
く
ら
い
の
気
持
ち
で
、
処
方
せ
ん
の
２

次
利
用
を
す
る
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
「
使
い
方
」
を

つ
づ
け
る
と
、
親
近
感
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
せ
ん

か
。
当
該
医
師
の
癖
も
つ
か
め
て
き
ま
す
し
、
明
ら

か
な
欠
点
や
盲
点
さ
え
見
え
て
き
て
、
疑
義
照
会
の

際
に
的
を
射
た
質
問
を
示
し
、
信
頼
関
係
が
生
ま
れ

る
チ
ャ
ン
ス
も
期
待
で
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
試
し
て
み
て
ほ
し
い
ド
リ
ル
で
す
。

│
│
な
る
ほ
ど
、
興
味
深
い
ご
提
案
で
す
ね
。
読
者

諸
氏
に
は
、
ぜ
ひ
試
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　た
く
さ
ん
の
心
に
響
く
お
話
を
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
（ いしくら・ひさし ）

1991年徳島大学医学部卒業。徳島大学医学部附属病院第２外科
・心臓血管外科医員。1992〜1999年関連病院にて外科研修。
2000年徳島大学医学部第２外科助手（ 現・助教 ）、MD Anderson 
Cancer Center, University of Texas Postdoctoral fellow（ がんの転
移、遺伝子治療に関する研究 ）。2002年徳島赤十字病院外科、呼
吸器外科。2010年徳島赤十字病院外科部長（ 呼吸器外科 ）
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　医療機関の医療の質を定量化するための「医療

監査」には、さまざまな尺度がある。褥瘡発生率

や患者対看護師の比率、病室の広さ等々。

　寿命の延長だけでは測れない時代である。「よ

り良く生きる」、「よりその人らしく生きる」手

助けとしてどんな医療を提供できるのか、国（国

民）は健康寿命と医療の関係の数値化を求めてい

るようだ。

　保険薬局での業務を見つめ直すと、自分たちの

存在意義を社会に実績提示できていないように感

じる。保険薬局の医療の質の定量化を考えるとき

に、私たちには示せる指標がないことに思い当た

った。天井から降ってくる処方せんを処理して薬

価差益と手数料を糧にすごしているうちに、自分

たちの仕事の誇りを身内にも後輩にも伝える言葉

がなくなってきてはいないだろうか。

　10年近く前、患者さんに言われた言葉が今も忘

れられない。

　心療内科に通っている偉丈夫な体格の、自分と

同年代の青年がいた。薬局の窓口で１週間から２

週間ごとに会話をし、少しずつ笑顔のコミュニケ

ーションがとれていた人だ。ある日、彼が再就職

をするために、ハローワークに行った話題になっ

た。自分の職歴と資格では求人がヒットしない。

ヒットしても賃金は雀の涙。そこで、ふと試しに

薬剤師のカテゴリーで検索したそうだ。「その場

でパソコンをぶち壊そうかと思いました」、「薬

剤師ってだけで、楽に働いて給料あんなにもらえ

るんですね」。口は笑っているが、目は笑ってい

なかった。

　なんとか目をそらさずに、「それなりに苦労も

あるんですよ」と言うのが精いっぱいだった。

　当時の自分を思い返すと、退社時間になったら

速やかに帰ることを目標に、患者さんの顔ではな

く、処方せんと薬歴でその人を振り返るような働

き方をしていた。彼の言葉は、確かに私をよく見

たうえで社会的に評価されるにあたわない者への

非難だった。笑顔のコミュニケーションの内側の

怒りに触れて、印象に残っている。

　たとえば、子どもが憧れる職業として私たちは

評価されているか？社会に何かしら、時給に見合

うものを返しているか？

　一消費者の視点で保険薬局を見ても、前述の問

いに示す客観的な指標を私たちは持っているだろ

うか？これからつくっていけるだろうか？

　在宅訪問の中で、患者さんが「待っていたよ」

と満面に笑みを浮かべてくれる瞬間がある。ある

いは、一時入院先を訪ねた際の──ほっとしたか

らだ、と思いたい──泣き顔。何がそれをもたら

すのか、いまだ定量化できていないが、社会が求

める保険薬局の薬剤師の役割、質についてのヒン

トが隠れているのかもしれない。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第９回
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【開会の挨拶】

薬剤師よ、
勇気を持って羽ばたけ
第８回日本薬局学会学術総会会長

武田 宏

　今総会の会場である広島は、全国各地からのアクセスが
必ずしも良いとは言えませんが、本日は多くの皆様にお集
まりいただき、心より感謝申し上げます。
　日本薬局学会学術総会会長としてご挨拶するような場面
は、私の薬剤師人生において間違いなく今回が最初で最後
になるでしょう。この貴重な機会に、将来のある薬剤師の
皆様に向けて、我々の抱える問題についてお話をさせてい
ただきます。

●
　私は、医薬分業元年とされる1974年の２年後、1976年
に保険薬局を設立しました。当時は、保険薬局という業態
自体が珍しく、創業の様子が新聞の地方版に大きくとり上
げられました。全国でも保険薬局設立の先駆けのひとりで
あったと自負しています。
　しかし、38年間にわたって保険薬局を運営してきた過
去を振り返ると、保険薬局の使命の根拠である医薬分業が
本当に患者さんのために機能しているのか、疑問を抱いて
います。たとえば、医薬分業の大きなメリットのひとつと
して、患者さんの薬剤の一元管理が挙げられます。ところ
が、実際にはどうでしょうか。患者さんは、医療機関で処
方せんを出されると保険薬局に行き、OTCはドラッグスト
アで購入し、サプリメントはまた別の小売店で買っている
のです。
　患者さんにとって大切な薬剤の相互作用のチェック及び
副作用の防止に薬剤師が深くかかわれていない現実は、我
々薬剤師の怠慢によるものなのでしょうか。それとも、薬
剤師が “不運” なせいなのでしょうか。皆様にも、真剣に
考えていただきたいと願います。

●
　さて、保険薬局の現場を見わたすと、薬剤師は調剤作業
と保険点数を得るための薬歴管理に忙殺され、肝心の患者
視点に立った服薬指導に割ける時間が少なすぎます。逆に
言えば、患者さんは十分な服薬指導を受けていません。
　こうした実態に対し、政府の経済財政諮問会議は、薬剤

師は調剤から服薬管理、服薬指導に業務の重点を移すべき
と指摘しています。我々は、「点数調剤だけしていても評
価はされませんよ、もっと大切な仕事があるでしょう」と
言われているわけです。現在の日常業務に疑問を持たず、
淡々と仕事をこなしているようであれば、社会の評価は得
られません。しかし、このようにイエローカードまで示さ
れながらも何も反応しないのが我々薬剤師の実態であり、
非常にさみしいことです。
　そうした中、2014年６月12日に改正薬剤師法が施行さ
れました。この変化をどうお考えになりますか？
　法改正により、薬剤師の責任が明確になりました。もは
や、薬剤師は単に情報を発信、提供するだけでは務まりま
せん。薬剤師は服薬指導に対し、患者さんが治るまで、退
院するまで、時には死を迎えるまで、最期まで責任をとら
なければならないことを意味しているのです。
　不安に感じますか？しかし、「責任がある」とは、薬剤
師の意義が認められた証左であり、非常にうれしい、あり
がたいことです。だからこそ、これからの薬剤師は自分た
ちの仕事を中身の濃いものに変えていかなければならない
でしょう。そのためには、当然、表面的な薬剤知識だけで
は足りません。もっともっと深く勉強し、臨床も学ばなけ
ればなりません。絶えず研鑽しつづける姿勢こそ、薬剤師
の本来のあり方なのです。

●
　薬剤師は空を飛ぶための羽を持って生まれてきますが、
自ら羽ばたかなければ、一生飛べない鳥になってしまいま
す。えさを与えられつづけ、羽ばたきを忘れてしまった飛
べない鳥があまりにも多くないでしょうか。将来ある薬剤
師の皆様には、勇気を持って、大いに羽ばたいていただき
たい。社会はそのような薬剤師を求めているのです。
　皆様のいっそうの活躍を期待して、挨拶とさせていただ
きます。どうもありがとうございました。
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【主なプログラム】
●基調講演「 医薬食品局長として考えたこと、替わって今想うこと。」
　講師： 今別府 敏雄（厚生労働省政策統括官）
●特別講演「医師そして社会が薬剤師に期待すること」
　講師：  福原 俊一（京都大学医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野、福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター）
●シンポジウム１「 プライマリケアにおける薬局薬剤師の役割～在宅医療時代に向けて～」
　座長： 田妻 進（広島大学病院総合内科・総合診療科）
　演者： 「 Keynote lecture：プライマリケアの実態～国民の受療行動と実地診療のあり方～」
 田妻 進（ 広島大学病院総合内科・総合診療科）
 「 超高齢化社会モデル地域における、保険薬局薬剤師としての取り組みと今後の課題」
 吉村 朋展（ 総合メディカル株式会社そうごう薬局銀座通店）
 「 かかりつけ医の立場から考える在宅医療のチームケア論」
 落久保 裕之（ 医療法人裕心会落久保外科循環器内科クリニック）
 「 病院薬剤師の立場から在宅医療に関わって分かった薬局薬剤師との連携とその課題」
 桑原 秀徳（医療法人せのがわ瀬野川病院） 
●シンポジウム２「 がん化学療法における薬局薬剤師の役割」
　座長：  遠藤 一司（日本臨床腫瘍薬学会、日本病院薬剤師会）、
 川瀬 祐子（株式会社アインファーマシーズ運営研修部）
　演者： 「 これからの外来がん治療における薬剤師の関わり方、医療における薬剤師の存在意義」
 遠藤 一司（ 日本臨床腫瘍薬学会、日本病院薬剤師会）
 「 がん患者さんに薬剤師ができること
 ～病院薬剤師から保険薬局薬剤師へのメッセージ～」
 東 加奈子（ 東京医科大学病院薬剤部、日本病院薬剤師会がん専門薬剤師）
 「保険薬局薬剤師からの提案」
 勝然 千尋（ 株式会社アインファーマシーズアイン薬局西新宿店） 
●シンポジウム３「 薬局薬剤師の機能拡大～日本版CDTM（共同薬物治療管理）～」
　座長： 土橋 朗（東京薬科大学情報教育研究センター）
　演者： 「 どのように日本版共同薬物治療管理（CDTM／ J）を実践するか―現状と未来」
 土橋 朗（ 東京薬科大学情報教育研究センター）
 「 共同薬物治療管理実践に必要な薬剤師のコンピテンシー」
 土手 賢史（京都桂病院薬剤科）
 「 在宅医療現場で薬局薬剤師が行う共同薬物治療管理について
 現状の取り組みと課題、展望」
 山根 暁子（株式会社ファーマシィ）

HIGHLIGHT
「第８回日本薬局学会学術総会」開催報告
　2014年11月23、24日の２日間にわたり、「第８回日本薬局学会学術総会」が広島国際会議場（広島市）で開催されまし
た。テーマは、「今、果たすべき保険薬局の使命〈地域医療の実践～平和宣言都市 広島からの決意～〉」で、保険薬局が
社会的批判にさらされるなど厳しい状況に置かれている今、保険薬局がなすべきことについて、あらためて探究する学術総
会となりました。テーマにもとづき、同総会では「保険薬局、薬剤師に期待されている役割」、「在宅チーム医療、プライ
マリ・ケア」、「外来がん治療」、「日本版CDTM（共同薬物治療管理）」、「改正薬事法における薬剤師の役割と責任」など
について、著名な講師を招いた講演が行われました。また、多くの共催セミナー、ワークショップなどが実施されたほか、
一般演題では学会員の日ごろの研究成果も発表されました。参加者は4,200名に達し、たいへんな盛況振りでした。
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BOOK
『腎機能低下患者における薬剤業務マニュアル
  ─CKD患者の薬物療法適正化のポイントと実例─』
監修：一般社団法人日本病院薬剤師会／編集：腎機能低下患者における薬剤業務マニュ
アル作成委員会／発行：じほう

　腎機能低下患者の薬物療
法では、過量投与による中
毒性副作用防止のための腎
機能に応じた用法・用量の
設定、薬剤性腎障害による
腎機能悪化防止のための適
正使用が大きな柱となりま
す。しかし、薬剤師による
薬学的管理に関する業務に
ついては、各施設で模索し
ながら対応しているのが現
状です。
　本書は、腎機能低下患者
に対する薬物療法の適正化

に向け、薬剤師がどのような業務を展開していくべきかについて
日本病院薬剤師会学術小委員会が2007～2013年度に実施した調査
研究結果をもとに作成した業務マニュアルです。腎臓病領域に限
らず、幅広い診療科における腎機能低下患者の薬物療法適正化に
役立つ薬剤師業務の手引きとなり、医薬品の採用からDI、調剤・
監査、病棟・外来業務、薬薬連携など、多岐にわたる腎機能低下
患者への薬学的管理の場面に対応した適切な業務内容を提示して
います。また、先駆的な特色ある取り組みをコラムで紹介してお
り、各施設の業務改善の参考となるでしょう。

SURVEY
患者が不満なのは薬の副作用、飲み合わせの説明

　日本製薬工業協会は、2014年６月に実施した「第８回くすりと
製薬産業に関する生活者意識調査」の報告書を発表しました。
　同調査によると、医療関係者から処方薬について説明を受けた
人の割合は94.0％で、過去５回の調査で最多。説明に対する満足
度は前回より2.0ポイント上昇し92.6％でした。一方、患者が入手

したい処方薬情報の上位は、「薬の効能・効果（54.0％）」、「薬
の副作用（53.5％）」、「薬の種類・成分・特長（44.2％）」、「薬の
飲み合わせの注意（38.2％）」でしたが、「薬の副作用」と「薬の
飲み合わせの注意」については患者側の意向とくらべて医師、薬
剤師からの説明実態が大きく下まわっており、服薬指導の内容見
直しが必要と考えられる結果となりました。
　ジェネリック医薬品の認知は90.4％と前回調査から横ばいで、
自分が服用している薬が先発医薬品か、ジェネリック医薬品かを
知っている人は75.8％でした。どちらを選択するかの意向につい
ては、全体では「ジェネリック医薬品（52.3％）」が「医師に任せ
る（33.8％）」を上まわりましたが、年代別に見ると20歳代では結
果が逆転していました。

INFORMATION
「イクセロンパッチ」の用法・用量追加で承認申請

　ノバルティスファーマ株式会社は、軽度及び中等度のアルツハ
イマー型認知症の治療に用いる経皮吸収型製剤「イクセロンパッ
チ4.5mg、９mg、13.5mg、18mg」（一般名：リバスチグミン）に
ついて、１段階で維持量まで漸増する用法・用量（１日１回９mg
を開始用量とし、４週後に18mgに増量して維持量として１日１
回18mgを貼付）を追加する、製造販売承認事項の一部変更承認
申請を行いました。
　同製品を含むコリンエステラーゼ阻害薬では、忍容性の観点か
ら、低い用量から投与を開始して徐々に維持量まで漸増するのが
一般的です。一方、進行性の神経変性疾患であるアルツハイマー
型認知症では、進行抑制のための治療をいかに早期に開始できる
かが課題となるため、薬剤の有効用量に到達する漸増期間はでき
るだけ短いことが望まれます。
　そこで、同社では１段階で維持量に到達可能な用法・用量を追

加するため、現在承認されて
いる３段階の漸増法における
忍容性、安全性、有効性と比
較評価する臨床試験を実施。
この結果を踏まえ、現在の用
法及び用量に１段階の漸増法
を追加する一部変更承認申請
にいたりました。

TOPICS

イクセロンパッチ
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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

No. ３ （2012年３月発行）
弁護士

三輪 亮寿

No. ４ （2012年５月発行）
全社連理事長
伊藤 雅治

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

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

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

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

No. ５ （2012年７月発行）
CPC代表理事

内山 充

『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

［タ－ンアップ］

バックナンバーのご紹介
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編集後記

今号の取材を終え、大木先生と石倉先生お二
人に共通のキーワードが見つかりました。

それは、医師に遠慮して意見しないでいては、薬
剤師という職種は無用の長物になってしまうとい
うこと。医師と薬剤師の疑義照会のやり取りは国
民の健康に資する医療行為であり、そして公費が
投じられている点をもっと真摯に受け止め、患者
さんのために何ができるのかを考え、実行してい
かなければならないと強く感じました。病院薬剤
師が大いに活躍し始めている昨今、薬局薬剤師の
活躍がないわけではありませんが、まだまだとい
う現状を打破していかなければなりません。�
� （H.T.）

『ターンアップ』を創刊して４度目の新年を迎
えました。皆様は2015年の目標を立てら

れましたでしょうか？私は、仕事面では何か新し
い分野にチャレンジし、プライベートでは太って
入らなくなったズボンたちに立ち向かおうと思っ
ています。2015年が読者の皆様にとって良い年
でありますようご祈念いたします。� （K.K.）

取材を通じて、意外な医師が保険薬局と連携
していたり、薬局薬剤師と強い接点を持っ

ていると知って驚くことが多くあります。医師は
予想以上に薬剤師業務に対して大きな期待を持っ
ているようですので、薬剤師の皆様には職能拡大
の好機を逃さないようにしていただきたいと願い
ます。� （ほっ）

自分の両親も高齢者の仲間入りを果たし、複
数の診療科のお世話になっています。いろ

いろな薬を飲んでいるようですが、これまであま
り気にしていませんでした。一度、薬剤師さんに
見てもらうようにしようと思います。� （フク）
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東京山手メディカルセンター院長

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。

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。

武田 宏
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