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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院
腎センター内科部長／リウマチ膠原病科部長

乳原 善文
Voice─編集長対談─
武蔵野赤十字病院感染症科副部長

本郷 偉元

生
物
学
的
製
剤
の
登
場
で

リ
ウ
マ
チ
治
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で
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
。
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ファーマシィの薬局では、地域の在宅ケアを支える
在宅支援薬局としての取り組みが根付いています。
たとえばファーマシィさんて薬局では「在宅訪問薬剤
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です。

そこには「処方提案」、「在宅版CDTM」、「退院
調整」など、さまざまな局面でさまざまな医療施設
の在宅チームから必要とされ、求められる薬局・
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、地域の在宅チームと協働する在宅支援薬局──

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─

構成／武田 宏
文／清水 洋一
撮影／木内 博
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国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院

腎センター内科部長／リウマチ膠原病科部長

乳原 善文

学
会
は
も
う
、

医
師
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

実
臨
床
で
起
こ
っ
た
こ
と
を

薬
剤
師
と
と
も
に
学
ぶ
場
所
。



   06

2025827_ターンアップ第22号_兵江 By InddCS4_3校<P06>2025827_ターンアップ第22号_兵江 By InddCS4_3校<P07>

　

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
虎
の
門
病
院
分
院
（
以
下
、
虎
の

門
病
院
分
院
）
は
、
1
9
6
6
年
に
虎
の
門
病
院
の
慢
性
疾
患
治
療

セ
ン
タ
ー
と
し
て
神
奈
川
県
川
崎
市
に
開
設
さ
れ
た
。
日
本
で
初
め

て
透
析
専
用
の
部
屋
を
設
け
、
「
外
来
透
析
」
の
概
念
を
生
み
出
し

た
医
療
機
関
だ
。
同
院
は
ま
た
、
日
本
の
腎
疾
患
医
療
の
牽
引
者
と

し
て
腎
外
病
変
、
腎
疾
患
を
併
発
し
た
他
領
域
疾
患
の
治
療
に
も
力

を
注
い
で
き
た
。

　

リ
ウ
マ
チ
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
2
0
0
1
年
に
開
設
さ
れ
た
リ
ウ

マ
チ
膠
原
病
科
は
腎
セ
ン
タ
ー
内
科
と
同
じ
ス
タ
ッ
フ
で
兼
務
す
る

体
制
を
と
り
、
他
の
医
療
機
関
に
は
で
き
な
い
細
や
か
な
対
応
で
多

く
の
患
者
を
救
っ
て
い
る
。
乳
原
善
文
氏
は
、
常
染
色
体
優
性
多
発

性
嚢
胞
腎
（
A
D
P
K
D
）
の
腎
動
脈
塞
栓
術
開
発
者
と
し
て
知
ら

れ
た
腎
臓
内
科
医
で
あ
り
、
リ
ウ
マ
チ
専
門
医
。
2
0
0
8
年
か
ら

両
科
兼
務
の
部
長
を
務
め
て
い
る
。

「
分
院
も
含
め
虎
の
門
病
院
で
は
、
リ
ウ
マ
チ
以
外
の
膠
原
病
は
伝

統
的
に
腎
臓
内
科
医
の
領
域
で
し
た
。
リ
ウ
マ
チ
科
や
リ
ウ
マ
チ
膠

原
病
科
と
い
っ
た
診
療
科
が
確
立
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
の
役
割
分

担
で
す
の
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
腎
臓
の
専
門
科
が
リ
ウ
マ
チ
を

診
る
の
は
当
然
の
体
制
と
言
え
ま
す
。

　

特
に
、
腎
不
全
を
併
発
し
た
リ
ウ
マ
チ
患
者
は
診
療
科
の
境
界
線

上
で
行
き
場
を
な
く
し
が
ち
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
患
者
さ
ん
を

積
極
的
に
受
け
入
れ
る
た
め
に
も
こ
の
体
制
が
必
要
で
し
た
。

　

ま
た
、
当
院
に
は
『
も
っ
と
も
困
っ
て
い
る
病
気
や
病
態
こ
そ
、

我
々
で
克
服
し
よ
う
』
と
の
ス
ピ
リ
ッ
ツ
が
あ
り
、
他
の
医
療
機
関

が
苦
手
と
す
る
腎
機
能
に
問
題
の
あ
る
リ
ウ
マ
チ
患
者
を
多
く
受
け

入
れ
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
」

　

乳
原
氏
が
触
れ
る
「
診
療
科
の
境
界
線
上
」
で
は
、
リ
ウ
マ
チ
専

門
医
は
透
析
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
患
者
を
敬
遠
し
、
腎
臓
専
門
医

は
リ
ウ
マ
チ
の
知
識
が
足
り
な
い
と
い
う
状
況
が
発
生
す
る
。
そ
こ

で
、
同
院
の
ス
ピ
リ
ッ
ツ
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
た
と
え
ば
、
透
析
及
び
腎
不
全
を
お
持
ち
の
リ
ウ
マ
チ
患
者
を
診

察
で
き
る
点
が
当
院
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

私
た
ち
は
腎
臓
病
の
教
科
書
に
も
リ
ウ
マ
チ
の
教
科
書
に
も
書
か

れ
て
い
な
か
っ
た
境
界
領
域
の
症
例
に
お
け
る
治
療
法
に
つ
い
て
、

臨
床
の
中
で
問
題
点
を
見
出
し
、
自
力
で
方
針
、
戦
略
を
編
み
出
し

て
き
ま
し
た
。
長
期
透
析
に
よ
る
ア
ミ
ロ
イ
ド
ー
シ
ス
か
ら
引
き
起

こ
さ
れ
る
骨
・
関
節
合
併
症
や
、
リ
ウ
マ
チ
に
よ
り
C
R
P
（
C
反

応
性
タ
ン
パ
ク
）
が
高
く
な
っ
た
患
者
さ
ん
が
、
動
脈
硬
化
か
ら
腎

不
全
を
進
行
さ
せ
る
病
態
へ
の
対
応
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
」

◆

　

乳
原
氏
は
現
在
、
週
に
４
回
の
外
来
を
担
当
し
１
日
に
約
50
名
の

患
者
を
診
察
し
て
い
る
が
、
う
ち
約
３
分
の
１
が
リ
ウ
マ
チ
患
者
。

「
も
っ
と
も
困
っ
て
い
る
病
気
や
病
態
こ
そ
、

我
々
で
克
服
し
よ
う
」と
の
ス
ピ
リ
ッ
ツ
。

治
療
方
法
を「
変
え
る
勇
気
」を
持
ち
、

患
者
か
ら
の
電
話
を
断
ら
な
い
。
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驚
か
さ
れ
る
の
は
、
在
院
時
、
乳
原
氏
は
P
H
S
に
入
っ
て
き
た
患

者
か
ら
の
電
話
に
必
ず
自
ら
対
応
す
る
こ
と
だ
。

「
私
は
、
リ
ウ
マ
チ
は
慢
性
疾
患
だ
が
『
急
を
要
す
る
』
疾
患
だ
と

認
識
し
て
い
ま
す
。
見
逃
し
た
り
、
待
た
せ
て
対
応
に
遅
れ
を
生
じ

さ
せ
、
患
者
さ
ん
を
不
幸
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
電

話
に
は
必
ず
出
ま
す
。

　そ
う
い
っ
た
ス
ピ
ー
ド
感
は
、
治
療
法
や
処
方
の
変
更
に
つ
い
て

も
言
え
ま
す
。
リ
ウ
マ
チ
は
早
期
診
断
、
早
期
治
療
が
重
要
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
ら
に
加
え
、
効
果
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
際
の
治
療
法
や
、
処
方
の
変
更
に
対
し
て
も
素
早
い

判
断
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
選
択
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

『
変
え
る
勇
気
』
を
持
っ
て
、
よ
り
良
い
選
択
を
探
し
て
い
く
べ
き

で
し
ょ
う
」

◆

　リ
ウ
マ
チ
医
療
は
、
2
0
0
0
年
代
に
生
物
学
的
製
剤
の
処
方
が

開
始
さ
れ
て
以
降
、
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
。
そ
れ
ま
で
、
人
工
関

節
な
ど
の
整
形
外
科
的
な
対
応
以
外
に
め
ぼ
し
い
治
療
法
が
な
か
っ

た
も
の
が
、
内
科
的
治
療
に
よ
っ
て
寛
解
ま
で
望
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。

　た
だ
、
生
物
学
的
製
剤
に
は
高
い
副
作
用
リ
ス
ク
も
あ
り
、
高
度

（※嚢胞腎関連の診療は主として分院で行っている）

■入院患者数

年度 2009 2010 2011 2012 2013

糖尿病性腎症 170 205 261 271 303

膠原病 317 314 374 452 457

対外循環患者 951 917 895 911 942

嚢胞腎・肝 647 592 593 589 658

■血液浄化療法の治療内容と件数

年度 2009 2010 2011 2012 2013

血液透析件数 40,590 39,559 40,141 40,012 40,270

入院患者透析室透析件数 11,062 11,546 12,474 11,918 12,273

入院患者病棟透析件数 302 414 595 748 658

CAPD外来件数 414 326 272 278 284

特殊体外循環件数 261 307 291 225 324

新規導入件数 88 97 101 97 109

■リウマチ膠原病科診療実績

透析中及び腎不全を持つリウマチ膠原病の診療は他の施設にない特徴
　外来患者：約1,000名／月
　入院患者：65名／日
　生物学的製剤使用：約300名（過去２年間）
　全身性エリテマトーデス診療中の患者：約200名
　関節リウマチ患者：600名

【資料】過去５年間の本院と分院を合わせた診療実績
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な
薬
物
療
法
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
薬
剤
師
の
担

う
役
割
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
医
療
分
野
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
現
代
の
リ
ウ
マ
チ
専
門
医
に
と
っ
て
、
薬
剤
師
は
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
チ
ー
ム
医
療
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
医
薬
品
情
報
、
処
方

チ
ェ
ッ
ク
、
服
薬
指
導
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
心
か
ら
頼
り
に

し
て
い
ま
す
」

　

虎
の
門
病
院
分
院
で
は
、
診
療
科
と
薬
剤
部
が
密
な
連
携
を
と
っ

て
い
る
。
乳
原
氏
の
も
と
に
も
、
疑
義
照
会
な
ど
の
内
線
が
薬
剤
部

か
ら
入
る
。

「
サ
イ
ク
ル
の
生
物
学
的
製
剤
投
与
日
が
休
日
に
当
た
る
な
ど
の
細

や
か
な
指
摘
も
含
め
、
処
方
時
に
私
が
見
落
と
し
た
点
を
し
っ
か
り

と
正
し
て
く
れ
ま
す
。
医
療
が
人
の
成
す
行
為
で
あ
る
限
り
、
必
ず

誤
り
は
起
き
ま
す
。
誤
り
を
相
互
に
指
摘
し
合
え
る
仲
間
が
い
て
こ

そ
、
事
故
を
回
避
し
、
国
民
か
ら
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
の
だ
と
考

え
て
い
ま
す
」

　

同
院
で
は
、
処
方
せ
ん
を
受
け
入
れ
た
保
険
薬
局
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
は
担
当
医
師
に
は
直
接
入
ら
ず
、
薬
剤
部
が
受
け
る
。
薬
剤
部

で
も
答
え
ら
れ
な
い
内
容
に
限
り
、
疑
義
照
会
と
し
て
担
当
医
師
に

問
い
合
わ
せ
が
入
る
。

「
非
常
勤
で
他
院
の
外
来
を
担
当
し
た
経
験
を
思
い
返
す
と
、
保
険

薬
局
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
す
べ
て
直
接
、
医
師
に
入
る
体
制
が
一

般
的
な
よ
う
で
す
ね
。
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、
当
院
の
こ
の
体
制
は
と

て
も
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

有
り
体
に
言
え
ば
、
外
来
診
察
時
、
目
の
前
の
患
者
さ
ん
の
電
子

カ
ル
テ
を
開
い
て
い
る
際
に
、
他
の
患
者
さ
ん
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
受
け
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
患
者
情
報
の
混
同
が
起
こ
り
、
ど
ち

ら
か
の
カ
ル
テ
に
間
違
っ
た
内
容
を
記
入
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
か
ら
で
す
」

　

保
険
薬
局
か
ら
の
疑
義
照
会
の
電
話
に
不
機
嫌
な
対
応
を
す
る
医

師
。
そ
の
剣
幕
に
、
恐
れ
を
な
す
薬
剤
師
。
不
幸
な
構
図
は
、
何
も

医
師
の
不
遜
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

「
そ
れ
で
も
必
要
な
質
問
は
毅
然
と
す
る
。
そ
う
い
っ
た
気
概
は
絶

対
に
失
っ
て
ほ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
電
話
の
向
こ
う
の
医
師
が

今
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
配
慮
の
言
葉
が
さ

し
挟
ま
る
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
服
薬
指
導
の
些
細
な
相
談
、
た
と
え
ば
、
薬
剤
を
服
用
す

る
の
が
食
前
な
の
か
食
後
な
の
か
の
確
認
な
ど
は
、
薬
剤
師
の
ス
キ

ル
で
対
応
で
き
る
こ
と
も
多
い
は
ず
で
す
。
指
導
の
実
際
と
し
て
食

前
か
食
後
か
よ
り
も
、
１
日
３
回
に
力
点
を
置
い
た
言
葉
を
示
す
ほ

う
が
こ
の
患
者
さ
ん
に
は
大
切
だ
と
思
え
ば
、
そ
う
し
て
く
れ
て
か

ま
い
ま
せ
ん
。

　

逆
に
言
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
感
触
は
患
者
さ
ん
を
目
の
前
に
し
て

い
る
薬
剤
師
に
し
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
払
い
出
し
の
場
で
、

リ
ウ
マ
チ
の
最
先
端
の
薬
剤
の
知
識
を
得
て

医
師
の
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
に
。 ＊

そ
れ
で
も
毅
然
と
質
問
す
る
気
概
。

服
薬
指
導
の
要
点
を
判
断
で
き
る
臨
床
力
。
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瞬
時
に
そ
う
い
っ
た
判
断
を
く
だ
せ
る
臨
床
力
を
養
う
努
力
を
怠
ら

ず
に
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
感
じ
ま
す
」

◆

　

高
い
効
果
と
高
い
リ
ス
ク
を
具
有
す
る
薬
剤
が
活
躍
す
る
分
野
で

の
、
医
師
と
薬
剤
師
の
協
働
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。

「
理
想
を
念
頭
に
置
け
ば
、
い
ま
だ
に
動
き
が
別
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
印
象
が
拭
え
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
リ
ウ
マ
チ
学
会
へ
の
薬
剤
師
の
出
席
者
が
少
な

い
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
学
会
は
、
最
新
の
治
療
効
果
や
副
作
用
情

報
が
発
表
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
足
を
運
び

最
先
端
の
医
薬
品
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
薬
剤
師
が
も
っ
と
増
え
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

学
会
は
も
う
、
医
師
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
臨
床
で

起
こ
っ
た
こ
と
を
と
も
に
学
ぶ
場
所
な
の
で
す
。
ど
ん
な
発
表
が
あ

る
か
は
、
事
前
に
抄
録
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
知
り
た
い

情
報
に
は
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
で
、
も
っ
と
学
会

に
目
を
向
け
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

　

乳
原
氏
は
、
「
梶
ヶ
谷
腎
・
膠
原
病
研
究
会
」
と
称
し
た
研
究
会

を
主
催
し
て
い
る
。
こ
こ
も
、
将
来
的
に
は
医
師
と
薬
剤
師
が
と
も

に
学
ぶ
場
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
が
あ
る
。

「
働
き
盛
り
の
若
手
、
中
堅
医
師
は
、
学
会
に
参
加
す
る
時
間
的
余

裕
が
乏
し
い
。
な
ら
ば
、
学
会
を
こ
ち
ら
に
招
へ
い
し
よ
う
と
い
う

着
想
で
、
月
に
一
度
、
各
分
野
の
権
威
に
講
義
を
お
願
い
す
る
院
内

の
勉
強
会
で
す
。
ス
タ
ー
ト
か
ら
足
か
け
６
年
が
た
ち
、
開
催
数
は

延
べ
70
回
を
超
え
ま
し
た
。
こ
の
会
の
門
戸
は
院
外
に
も
開
い
て
お

り
、
近
隣
の
開
業
医
の
先
生
方
も
多
く
参
加
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
『
梶
ヶ
谷
』
と
は
、
当
院
が
所
在
す
る
地
名
で
す
。

　

興
味
の
あ
る
分
野
が
テ
ー
マ
の
際
、
薬
剤
部
の
薬
剤
師
が
参
加
し

て
く
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
は
近
隣
の
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
も

広
報
し
て
参
加
を
募
る
べ
き
か
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

最
後
に
薬
剤
師
に
向
け
た
エ
ー
ル
を
贈
っ
て
く
れ
た
。

「
医
療
が
今
後
、
健
全
に
発
展
す
る
う
え
で
、
医
師
と
薬
剤
師
の
協

働
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
フ
ァ
ク
タ
ー
で
す
。
医
師
に
も
の
申
す

勇
気
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
学
ん
で
も
ら
い
た
い
。
私
か
ら
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
は
、
こ
の
言
葉
に
尽
き
ま
す
」

PROFILE
うばら・よしふみ
1985年	 大阪市立大学医学部卒業
1985年	 虎の門病院内科研修医
1990年	 虎の門病院腎センター内科医員
2001年	 虎の門病院腎センター内科・リウマチ膠原病科医長
2008年	 虎の門病院腎センター（分院担当）部長
	 リウマチ膠原病科部長（本院分院）兼任
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　乳原善文氏の取材のため、虎の
門病院分院に向かおうと東急田園
都市線の宮崎台駅で下車したとこ
ろ、改札口の目の前に「電車とバ
スの博物館」なる施設の入り口が
あった。急行や準急が止まらない
ので、住宅街に囲まれた静かなと
ころだろうと思い込んでいた駅で
想像もしなかった博物館の存在を
知り、取材後に立ち寄ってみるこ
とにした。

●

　同博物館は、東急電鉄の運営す
る鉄道とバスの保存展示施設であ
った。1982年に東急電鉄創立60周
年を記念し、田園都市線高津駅に
隣接して開館。その後、2003年に
現在の宮崎台駅の線路高架下に移
転したという。
　高架下のスペースを有効活用し

て建設されたと聞き、たいした施
設ではないに違いないと見くびっ
ていたが、宮崎台駅構内の入り口
から長い通路を歩いて行き着いた
先で予想は覆される。高架下は急
斜面になっているため、十分な高
さが確保できており、眼前に現れ
たのは地上４階建ての立派な博物
館だった。

●

　駅にある券売機を模した機械で
きっぷそっくりの入館券を購入。
これまた自動改札機そっくりのゲ
ートを通り抜けると、広々とした
スペースが広がる。ゲートのすぐ
そばでは、実物の縮尺１／ 80模
型電車が数多く走る「パノラマシ
アター」が上演中。
　同フロアには、ジオラマの街の
中を本物の電車のハンドルを操作
して模型電車を走らせるシミュレ

ーターもある。模型電車に取りつ
けられたカメラの風景を映し出す
モニターが設置され、ジオラマと
は思えない迫力が楽しめる。そこ
かしこから、大喜びの子どもたち
の歓声が絶えなかった。

●

　同博物館で楽しめるのは、子ど
もだけではない。別のフロアに移
動すると、かつて走っていた電車
やバスが複数、展示されている。
東急沿線で生まれ育った方はもち
ろん、鉄道やバスマニアにはたま
らない展示物だろう。
　中でも目をひいたのは、実際に
運行されていた当時と同様、２両
連結の状態で展示されている「玉
電」。田園都市線開通前、渋谷と
二子玉川園を結んでいた路面電車
だ。丸みを帯びた独特な車体は今
の時代にあっても斬新で、秀逸な
デザインである。同電車の内部は
開放されており、飲食も許可され
ている。ちょっとした旅行気分を
味わおうという多くの家族連れで
賑わっていた。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材で出会った

場所やものをご紹介します。

電車とバスの博物館
（神奈川県川崎市）

DATA
電車とバスの博物館
所在地：神奈川県川崎市宮前区宮崎２-10-12

玉電デハ200形電車。1955年に登場し、1969年
の旧玉川線廃線まで走りつづけた

建物外に展示されている踏み切りは、駅に急行が
近づくと遮断機が下りる仕組みだ

宮崎台駅の改札口から博物館の入り口まで徒歩０
分。館内にはベビーカー置き場もある
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武蔵野赤十字病院感染症科副部長

本郷 偉元

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

日本の医療が欧米に大きく遅れをとっている分野のひとつである、臨床感染症学。

そんな“内地”の状況を尻目に米国医療の影響を受け、

臨床感染症学を大きく進歩させてきたのが沖縄県であり、

中心的役割を果たしたのは沖縄県立中部病院だった。

本郷偉元氏は、同院で、我が国における臨床感染症学の祖とも言える

喜舎場朝和氏と遠藤和郎氏（故人）の薫陶を受けた。

2006年に入職した武蔵野赤十字病院において感染症科立ち上げに力を注ぎ、

2007年からは感染症科副部長を務めている。

病院、地域、薬局で
薬剤師は確かな医療を支える

「最後の砦」
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人
類
と
微
生
物
の
闘
い
の
最
前
線
で

臓
器
の
隔
て
な
く
全
身
を
診
る
の
が

臨
床
感
染
症
学
の
魅
力

│
│
臨
床
感
染
症
学
と
は
、
ど
ん
な
医
療
分
野
か
簡

単
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

本
郷　

人
類
が
生
ま
れ
る
と
同
時
に
微
生
物
と
の
闘

い
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
今
も
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
私

は
よ
く
、
「
人
間
よ
り
先
に
地
球
上
に
住
ん
で
い
る

微
生
物
は
、
人
間
よ
り
し
た
た
か
だ
」
と
表
現
し
ま

す
。
簡
単
な
生
命
体
な
の
で
突
然
変
異
も
起
こ
し
や

す
く
、
人
類
と
微
生
物
が
真
剣
勝
負
を
す
れ
ば
、
微

生
物
が
勝
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

い
か
に
耐
性
菌
を
少
な
く
す
る
よ
う
な
抗
菌
薬
の
使

い
方
を
す
る
か
、
感
染
管
理
を
す
る
か
が
医
療
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
す
。

　

微
生
物
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
、
こ
の
世
か
ら
感

染
症
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な

終
わ
り
の
な
い
闘
い
の
最
前
線
に
立
つ
の
が
我
々
、

感
染
症
専
門
医
の
仕
事
で
す
。

　

ま
た
、
臨
床
感
染
症
学
は
頭
か
ら
つ
ま
先
ま
で
人

間
の
身
体
の
す
べ
て
を
、
臓
器
の
区
別
な
く
診
る
医

療
だ
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
が
医
師
と

し
て
こ
の
分
野
に
魅
力
を
見
出
し
た
の
は
、
ま
さ
に

そ
れ
ゆ
え
で
し
た
。

│
│
臓
器
別
の
専
門
性
の
細
分
化
が
過
剰
に
進
ん
だ

と
評
さ
れ
る
日
本
の
医
学
と
医
療
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
す
べ
て
の
臓
器
が
対
象
」
に
魅
力
を
感
じ
る
医
師

が
生
ま
れ
る
の
も
あ
る
意
味
必
然
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
郷　

加
え
て
、
グ
ラ
ム
染
色
や
血
液
培
養
で
起
因

菌
を
推
定
し
て
同
定
し
、
そ
の
菌
に
は
こ
の
抗
菌
薬

を
使
え
ば
良
い
と
い
っ
た
ロ
ジ
カ
ル
な
判
断
を
ク
リ

ア
に
く
だ
せ
る
点
も
、
私
の
性
に
合
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

│
│
感
染
症
の
原
因
と
な
る
起
因
菌
が
何
で
あ
り
、

何
を
き
っ
か
け
に
発
症
し
た
か
を
同
定
で
き
れ
ば
、

ど
う
い
う
治
療
が
適
切
な
の
か
見
き
わ
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

本
郷　

少
な
く
と
も
市
中
感
染
症
で
は
、
か
な
り
の

確
度
で
可
能
で
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
、
起
因

菌
を
同
定
す
る
地
道
な
努
力
。
沖
縄
県
立
中
部
病
院

で
叩
き
込
ま
れ
た
基
本
中
の
基
本
で
す
。
現
在
、
当

院
の
感
染
科
で
も
、
「
菌
を
疑
う
、
菌
か
ら
疑
う
」

と
い
う
姿
勢
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
尿
路
感
染
症
の
患
者
さ
ん
の
尿
を
グ

ラ
ム
染
色
し
起
因
菌
を
推
定
す
る
。
こ
の
時
点
で
菌

名
が
１
０
０
％
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
か

な
り
絞
れ
ま
す
。
病
歴
や
身
体
所
見
の
側
面
か
ら
も

菌
を
絞
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
適
応
が
あ

る
場
合
に
は
─
─
尿
路
感
染
症
で
は
腎
盂
腎
炎
の
場

合
な
ど
で
す
が
─
─
必
ず
血
液
培
養
を
行
い
ま
す
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
グ
ラ
ム
染
色
や
各
種
培
養
を
す

る
前
に
安
易
に
抗
菌
薬
を
使
う
と
、
菌
が
死
ん
で
し

ま
い
、
培
養
で
菌
が
増
え
ず
、
同
定
が
困
難
に
な
る

点
で
す
。
抗
菌
薬
を
投
与
す
る
前
に
、
必
要
な
培
養

検
査
や
グ
ラ
ム
染
色
を
す
べ
て
実
施
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

感
染
症
の
専
門
家
が
少
な
く

言
葉
は
説
得
力
に
欠
け

理
解
し
て
も
ら
う
に
は
根
気
が

│
│
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
に
お
け
る
感
染
症
科
の
位

置
づ
け
は
。
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本
郷　

外
来
診
療
で
は
、
重
症
感
染
症
、
難
治
感
染

症
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す
る
性
感
染

症
、
帰
国
者
の
発
熱
・
感
染
症
な
ど
を
診
察
し
て
い

ま
す
。
同
時
に
、
院
内
他
科
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
入
院

患
者
の
感
染
症
に
関
す
る
相
談
を
受
け
る
コ
ン
サ
ル

テ
ー
シ
ョ
ン
も
重
要
な
仕
事
で
す
。
ま
た
、
院
内
の

感
染
管
理
に
関
し
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

│
│
院
内
感
染
へ
の
対
応
の
重
要
性
に
関
し
て
、
日

本
で
認
知
は
進
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
郷　

院
内
感
染
が
増
え
る
一
因
は
、
抗
菌
薬
の
使

い
す
ぎ
、
あ
る
い
は
不
適
切
な
使
用
に
よ
る
耐
性
菌

の
増
加
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
だ
多
く
の
医
療
機
関

で
は
院
内
感
染
防
止
策
へ
の
意
識
が
高
い
と
は
言
え

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
抗
菌
薬
が
あ
ふ
れ
て
い
る
状
況
で

す
。
私
が
当
院
に
赴
任
し
て
か
ら
約
30
種
類
の
抗
菌

薬
を
削
減
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
抗
菌
薬
を
使
い

慣
れ
て
い
た
医
師
も
い
ま
し
た
し
、
何
よ
り
感
染
症

の
専
門
家
と
会
っ
た
経
験
が
な
い
の
で
、
私
の
言
葉

に
説
得
力
を
感
じ
て
も
ら
え
な
い
。
理
解
し
て
い
た

だ
く
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

│
│
ど
ん
な
方
法
で
、
抗
菌
薬
の
削
減
を
進
め
た
の

で
す
か
。

本
郷　

院
内
の
重
鎮
や
人
望
の
あ
る
診
療
部
長
た
ち

が
参
加
す
る
抗
菌
薬
適
正
使
用
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
を
つ
く
り
、
各
診
療
部
長
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
図
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
が
不
要
と
考
え
た
点
滴
抗
菌
薬
を
対
象
に
、

各
抗
菌
薬
一
つ
ひ
と
つ
に
関
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
各
診
療
科
で
の
現

状
を
把
握
し
た
う
え
で
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら

提
案
書
を
出
し
、
合
意
形
成
の
も
と
、
た
く
さ
ん
の

抗
菌
薬
の
削
減
を
実
現
し
ま
し
た
。

　

経
口
抗
菌
薬
の
削
減
に
関
し
て
は
、
１
種
類
ず
つ

で
は
た
い
へ
ん
な
の
で
３
種
類
ず
つ
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
り
、
院
内
の
合
意
を
形
成
し
て
削
減
し
ま
し
た
。

　

手
術
前
後
に
使
う
抗
菌
薬
の
削
減
や
適
正
使
用
の

た
め
に
は
、
各
科
に
主
要
な
手
術
で
の
抗
菌
薬
の
使

用
法
を
示
し
て
も
ら
い
代
替
案
を
提
案
し
ま
し
た
。

│
│
院
内
感
染
に
つ
い
て
、
病
院
を
リ
ー
ド
す
る
存

在
の
よ
う
で
す
ね
。

本
郷　

院
内
で
孤
高
の
立
場
に
あ
っ
て
意
見
を
述
べ

て
い
る
姿
を
想
像
す
る
の
は
、
避
け
て
い
た
だ
け
る

と
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

感
染
症
専
門
医
は
、
感
染
症
の
専
門
家
で
あ
る
以

前
に
、
総
合
内
科
の
基
礎
力
と
マ
イ
ン
ド
を
身
に
つ

け
た
内
科
医
で
な
け
れ
ば
務
ま
り
ま
せ
ん
。
患
者
さ

ん
の
立
場
に
立
ち
、
患
者
さ
ん
の
利
益
を
最
優
先
に

病
歴
を
よ
く
知
り
、
身
体
所
見
を
注
意
深
く
見
て
、

的
確
な
判
断
を
く
だ
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
他
科
の

医
師
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
臨
床
医
で
す
。

院
内
の
感
染
制
御
へ
の
取
り
組
み
は

感
染
症
科
だ
け
で
は
担
え
な
い

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
き
わ
め
て
重
要

│
│
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
に
は
、
感
染
制
御
チ
ー
ム

（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）は
あ
り
ま
す
か
。

本
郷　

も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
感
染
症
科
の
医
師
は

全
員
が
メ
ン
バ
ー
で
す
。

―
―
感
染
症
科
が
あ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
必
要
な
い
と

思
え
る
の
で
す
が
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

グラム染色で起因菌を推定する
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本
郷　

そ
れ
は
違
い
ま
す
。
院
内
の
感
染
制
御
、
感

染
管
理
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
多
職
種
か
ら

な
る
チ
ー
ム
活
動
は
不
可
欠
で
す
。
確
か
に
感
染
症

専
門
医
は
感
染
症
の
専
門
家
で
す
が
、
感
染
管
理
の

体
制
づ
く
り
、
体
制
維
持
に
関
す
る
す
べ
て
を
単
身

で
遂
行
で
き
る
ス
ー
パ
ー
マ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
例
と
し
て
、
内
視
鏡
カ
メ
ラ
の
消
毒
に
は
ど
の

消
毒
薬
が
適
正
か
と
い
っ
た
知
識
は
、
感
染
管
理
看

護
師
が
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
ま
す
。
抗
菌
薬

の
使
用
状
況
は
、
す
べ
て
薬
剤
部
に
集
ま
っ
て
お
り

薬
剤
師
が
把
握
し
て
い
ま
す
。
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
患
者
さ

ん
が
し
っ
か
り
隔
離
で
き
て
い
る
か
、
洗
面
台
の
清

掃
が
で
き
て
い
る
か
ま
で
も
含
め
て
の
感
染
管
理
で

す
か
ら
、
院
内
の
多
職
種
が
総
出
で
あ
た
っ
て
し
か

る
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。

―
―
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
重
要
性
へ
の
認
知
は
、
全
国
的
に
広

ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

本
郷　

Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
患
者
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
は
、

ま
ず
患
者
さ
ん
の
利
益
で
す
し
、
病
院
に
と
っ
て
の

利
益
に
も
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
患
者
数
の
低

減
に
よ
り
感
染
症
専
門
医
へ
の
負
荷
も
減
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
好
循
環
は
私
の
皮
膚
感
覚
で
も
感
じ

ま
す
し
、
実
際
に
当
院
の
院
内
統
計
で
も
、
全
国
統

計
で
も
、
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
患
者
数
は
着
実
に
減
っ
て
い
ま

す
。
関
係
者
の
努
力
が
実
り
つ
つ
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

心
強
き
パ
ー
ト
ナ
ー

感
染
症
専
門
医
に
と
っ
て
も

薬
剤
師
は
最
後
の
砦

│
│
感
染
症
専
門
医
に
と
っ
て
、
薬
剤
師
は
ど
ん
な

存
在
で
す
か
。

本
郷　

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
、
頼
り
に
な
る
パ

ー
ト
ナ
ー
で
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
仲
間
と
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
日
々
の

臨
床
に
お
い
て
も
日
夜
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

内
科
の
臨
床
医
と
し
て
は
疑
義
照
会
で
処
方
に
関
す

る
提
案
を
受
け
た
り
、
新
薬
の
副
作
用
情
報
を
教
え

て
も
ら
っ
た
り
。
院
内
他
科
か
ら
相
談
を
受
け
る
立

場
で
言
え
ば
、
薬
剤
部
は
院
内
の
処
方
せ
ん
が
す
べ

て
集
ま
る
部
署
で
す
か
ら
、
抗
菌
薬
の
適
正
使
用
の

状
況
や
飲
み
合
わ
せ
の
状
況
を
知
る
に
は
彼
ら
の
協

力
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

最
近
で
は
、
単
に
医
師
か
ら
の
協
力
要
請
に
応
え

る
の
で
は
な
く
、
処
方
を
解
析
し
問
題
点
を
見
つ
け

出
し
て
指
摘
し
て
く
れ
る
方
も
お
り
、
ま
さ
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
で
す
。

│
│
薬
物
が
日
々
、
進
化
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
薬
剤
師
の
専
門
知
識
の
重
要
性
は
よ
り
高
ま
っ

て
い
く
よ
う
で
す
ね
。

本
郷　

感
染
症
科
に
と
っ
て
と
言
う
の
み
な
ら
ず
、

院
内
の
全
医
師
に
と
っ
て
、
ま
た
病
院
そ
の
も
の
に

と
っ
て
、
薬
剤
師
は
と
て
も
重
要
な
存
在
で
す
。
薬

剤
師
の
力
を
伸
ば
し
、
生
か
す
こ
と
に
失
敗
し
た
医

療
機
関
は
、
存
続
さ
え
危
う
く
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
個
人
的
に
薬
剤
師
を
「
最
後
の
砦
」
と
さ

え
思
っ
て
い
ま
す
。

風
邪
に
抗
菌
薬
を
処
方
す
る
の
は

間
違
っ
て
い
る
と

医
師
に
も
患
者
に
も
言
っ
て
ほ
し
い

│
│
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
感

想
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
。
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本
郷
　
私
の
業
務
で
は
直
接
の
接
点
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
後
、
地
域
医
療
の
重
要
な
担
い
手
に
な
っ
て

も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
の
は
よ
く
理
解

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
私
た
ち
医
師
の
書
い
た
処
方
せ
ん
の
ほ
と

ん
ど
が
患
者
さ
ん
の
手
を
通
し
て
行
き
着
く
先
で
あ

り
、
間
接
的
で
は
あ
り
ま
す
が
処
方
せ
ん
を
介
し
た

会
話
を
す
る
関
係
だ
と
も
認
識
し
て
い
ま
す
。

│
│
感
染
症
専
門
医
の
お
立
場
か
ら
、
薬
剤
師
に
向

け
て
〝
処
方
せ
ん
を
介
し
た
会
話
相
手
〞
へ
の
ア
ド

バ
イ
ス
は
あ
り
ま
す
か
。

本
郷
　
た
と
え
ば
、
私
が
梅
毒
の
症
例
を
担
当
し
た

際
、
処
方
す
る
抗
菌
薬
の
量
の
多
さ
に
は
、
初
め
て

処
方
せ
ん
を
受
け
取
っ
た
薬
剤
師
の
方
は
、
度
肝
を

抜
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。
も
し

処
方
に
不
安
を
感
じ
た
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
疑
義
照
会

し
て
く
だ
さ
っ
て
け
っ
こ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
経

験
を
通
じ
て
、
臨
床
力
を
伸
ば
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

う
れ
し
い
で
す
。

　
ま
た
、
処
方
の
内
容
に
、
根
治
療
法
と
対
症
療
法

が
混
在
し
て
い
る
点
に
目
を
向
け
る
よ
う
心
が
け
る

と
、
医
師
の
立
場
が
さ
ま
ざ
ま
に
わ
か
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
例
を
挙
げ
る
と
、
ウ
ィ
ル
ス
性
上
気
道
炎
の
診
断

で
、
せ
き
止
め
や
熱
冷
ま
し
は
対
症
療
法
と
し
て
処

方
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
抗
菌
薬
の
処

方
も
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
根
治
療
法
の
た
め
か
と

言
う
と
実
は
違
い
ま
す
。
ウ
ィ
ル
ス
性
上
気
道
炎
、

つ
ま
り
風
邪
に
は
根
治
療
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
抗
菌

薬
が
処
方
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
お
そ
ら
く
患
者
さ

ん
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
厳
密
に
言
え
ば
ル
ー
ル
違
反
で
、
今
後
こ
う
い
う

こ
と
が
ま
か
り
通
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
保
険
薬
局

の
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た

だ
き
た
い
で
す
。

│
│
不
要
な
処
方
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
医

療
費
肥
大
の
社
会
問
題
に
も
通
じ
て
き
ま
す
ね
。

本
郷
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
医
師
も

襟
を
正
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
何
よ
り
社
会
通
念

や
患
者
さ
ん
の
行
動
規
範
も
変
わ
っ
て
ほ
し
い
。
こ

の
場
を
借
り
て
、
普
段
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
の
少
な

い
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
の
方
に
お
願
い
し
た
い
の
は

薬
を
払
い
出
す
際
に
「
風
邪
に
抗
菌
薬
は
、
処
方
さ

れ
な
い
。
感
染
臓
器
や
起
因
菌
の
予
想
な
し
の
抗
菌

薬
処
方
も
本
当
は
お
か
し
い
」
と
い
う
解
説
を
添
え

て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
場
を

わ
き
ま
え
て
で
あ
り
、
抗
菌
薬
処
方
が
な
い
と
き
に

一
般
常
識
と
し
て
患
者
さ
ん
に
伝
え
て
い
た
だ
け
る

と
あ
り
が
た
い
で
す
。
医
師
も
言
い
ま
す
、
看
護
師

も
言
い
ま
す
、
そ
れ
に
加
え
て
薬
を
手
渡
す
薬
剤
師

の
方
が
言
え
ば
、
徐
々
に
患
者
さ
ん
の
認
識
を
変
え

て
い
け
る
と
思
う
の
で
す
。

│
│
そ
の
ほ
か
に
、
薬
局
薬
剤
師
へ
の
期
待
は
?

本
郷
　
繰
り
返
し
ま
す
が
、
地
域
医
療
の
担
い
手
と

し
て
の
存
在
感
は
、
今
後
も
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る

で
し
ょ
う
。
よ
り
勉
強
し
、
よ
り
臨
床
力
を
増
し
、

よ
り
貢
献
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
高
齢

化
が
進
む
中
、
要
介
護
老
人
の
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

の
問
題
に
つ
い
て
、
居
宅
に
足
を
運
ん
で
飲
み
合
わ

せ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
り
、
服
薬
指
導
を
す
る
と
い

っ
た
実
務
で
確
実
に
貢
献
で
き
る
の
は
保
険
薬
局
の

薬
剤
師
の
方
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
ほんごう・いげん
1996年東北大学医学部卒業、沖縄県立中部病
院インターン。1997年沖縄県立中部病院内科
レジデント。1998年坂総合病院内科。2001年
ベスイスラエルメディカルセンター内科レジデ
ント。2004年バンダービルト大学感染症科フ
ェロー。2006年武蔵野赤十字病院内科副部長。
2007年武蔵野赤十字病院感染症科副部長
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　年に１回会える、素敵な人がいる。在宅緩和ケア

を教えてくださる在宅医のお知り合いの音楽療法士

の女性だ。

　在宅ケアチームでは毎年、遺族会を開催する。遺

族会はホスピス病棟では当たり前に行われている行

事で、患者さんが亡くなったあとのご遺族とケアス

タッフへのフォローをする、いわゆるグリーフケア

（悲嘆のケア）だ。その会に必須なのが音楽療法士

である。音楽療法士は、読んで字のごとく音楽で人

を癒すセラピスト。彼女に会うまで、私はそうした

仕事の存在も知らなかった。音楽によって感情が活

性化される体験は誰しも覚えがあるだろう（一説に

よると、人間の受容能力で最期まで残るのは聴覚な

のだとか。終末期に意識レベルが低下した方の介護

者にそう言って、患者さんに話しかけるように推奨

する場合がある）。聴覚障害を持つ方でさえ、空気

の振動を体感して音楽の力を楽しめるのだという。

＊

　私は、患者さんが亡くなってから１ヵ月半程度空

けて患家を訪問し、自分なりのグリーフケアをして

いる。ときにご遺族はとても険しい表情で面会して

くださる。まるで怒った顔にも見えるが、それはあ

ふれそうな感情を我慢しているから。そうした場面

で、かつて私は、彼らの感情の堰を切らないように

気をつけていた。けれども遺族会を通じて、考えが

変わった。

　初めて参加した遺族会で、硬い表情で来場された

方がいた。その方が辛い介護を経験されたと思い出

し、それでも参加してくださったことに内心驚きな

がら、音楽療法士のフルートの演奏が流れる中、テ

ーブルに案内しようとすると──ご遺族は歩きなが

らほろほろと涙をこぼされていた。そして、「ああ

音楽を聞いたら自然に涙が……」と少し恥ずかしそ

うに言って本当に美しい表情で笑われた。あの涙は

浄化の涙で、流すことで次に進めるのだ。無理やり

こじ開けるのではなく、草木の実がはぜるような涙

をもたらす音楽の力を目の当たりにし、以来、泣い

ている人の傍でいづらさを感じることが減った。気

づまりな時間ではなく、感情の表出の場に同席を許

してもらえる信頼関係をつくれているのかもしれな

い。そんな感覚で向き合えるようになった。

＊

　遺族会の空気を伝えるのは難しい。励ますだけで

もない、悲しむだけでもない。無理に笑顔をつくる

必要も、しんみりする必要もない。これまでに３回

経験したが、参加したことがない人に会の様子を明

確に説明する言葉がいまだに出てこない。

　唯一、雰囲気を伝えるのに有効なのが「音楽」に

ついてである。音楽療法士の女性のフルートに合わ

せてご遺族とともに歌う。声を張り上げる人はいな

い。皆が自分の心をのぞきながら、口ずさむ程度に

歌詞を紡ぐ。ささやきが重なって遺族会の合唱にな

る。そよそよと聞こえてくる歌声は歌詞以上の何か

を持って心に染みる。

　歌声に寄り添うフルートを奏でる音楽療法士の女

性と交わした言葉は、数えるほどしかない。しかし

遺族会の音楽を通して深くお人柄を知っているよう

な気がする。そして勝手に、とても崇拝している。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第11回
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■事故または未遂時の医薬品の置き場所（複数回答）■事故または未遂の発生場所
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❷どのような剤形の薬を誤飲するのでしょうか？

❸ 
どんな場所に置かれた医薬品で事故が起きるのでしょうか？

＊消費者安全調査委員会『消費者安全法第31条第３項に基づく経過報告〈子どもによる医薬品誤飲事故〉』より作成

　誤飲した子どもの年齢分布を剤形別に見ると、塗り薬196件の誤飲年齢の中央値は1歳１ヵ月で、２歳以上
で顕著に減少しています。錠剤442件の中央値は１歳10ヵ月、水剤88件の中央値は２歳７ヵ月であり、子ども
の年齢によって誤飲する剤形が異なる傾向がわかります。また、２歳以上では、子どもが飲みやすいように甘
く味つけされたシロップ剤を大量に誤飲する例が比較的多く発生していました。

　誤飲事故または誤飲未遂の発生場所は自宅が92.3％を占め、中でも居間と台所で多く起きています。
　医薬品が置かれていた具体的な場所としては、「テーブル、台、棚の上など」が抜きん出ています。一見、
こうした場所は高さがあって安全のように思われがちですが、1歳半～２歳ころになると自分で足場を持って
きて、子どもの手の届かないはずの場所、目に触れないはずの場所から取り出すなど、保護者が想像もしなか
った行動で手に入れるケースが多数報告されており、十分な注意が必要と言えるでしょう。

自宅の居間
66.7%

自宅の台所
20.4%

自宅の寝室
5.2%

親戚・知人宅
4.0%

その他
2.4%

覚えていない、わからない
1.4%

■  飲み薬（錠剤）

■  飲み薬（水剤）

■  飲み薬（その他）

■  塗り薬

■  消毒薬
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InformationBox

薬剤師が
知っておきたい
情報あれこれ
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■医薬品誤飲事故における子どもの年齢 ■年齢別の医薬品の取り出し方法（１剤目、２剤目合算）
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❶何歳くらいの子どもによる誤飲事故が多いのでしょうか？

【子どもの薬の誤飲を防ぐ】
　厚生労働省（以下、厚労省）は昨年末、子どもによる医薬品
誤飲事故の防止を薬局及び医療機関で徹底するように求める通
知を発出しました。従来より厚労省では、医薬品誤飲事故防止
対策を呼びかけていましたが、消費者安全調査委員会がとりま
とめた報告書『消費者安全法第31条第３項に基づく経過報告
〈子どもによる医薬品誤飲事故〉』により、子どもが医薬品を誤
飲するケースが多く発生している事実が明らかとなり、今回の
さらなる注意喚起となりました。
　同報告書は、入院にいたるような重い中毒症状を呈する向精
神薬等の誤飲も発生している一方で、保護者には誤飲事故が知
られていないと指摘しています。患者に直接、薬を手渡す薬剤
師の皆さんこそ対策を実行できるはずですので、誤飲事故の実
態を知り、服薬指導に役立てていただきたいと思います。

　子どもによる医薬品誤飲事故764件について見ると、誤飲した子どもの年齢は１～２歳が549件（71.9％）を
占めています。子どもは１歳（特に１歳半ころ）から２歳までにかけて、周囲への興味や関心が高まる時期と
されており、保護者の真似をして誤飲してしまうようです。
　また、医薬品をどのように取り出したかを調べたところ、０歳では「かじって取り出した」が約８割に達し
ていますが、年齢が上がるにつれて割合が減少する反面、「本来の開封方法で取り出した」割合が増加し、２
歳では６割を超えています。

■ 不明

■ 女児

■ 男児

■  潰して
取り出した

■  かじって
取り出した

■  本来の
開封方法で 
取り出した
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BOOK
『三輪弁護士がわかりやすく教える
  これからの薬剤師業務と法律』
著：三輪亮寿／発行：じほう

　著者の三輪氏には本誌
第３号「MY OPINION」
のコーナーにご登場いた
だきました。薬剤師とし
て製薬会社研究所に勤務
しながら司法試験に合格
し、弁護士となったとい
う異色の経歴の持ち主で
薬剤師の職域拡大を法的
側面から支援する活動を
展開中です。
　2010年春に発出された
厚生労働省医政局長通知
（医政発0430第１号）は、
薬剤師に臨床業務への積

極的な取り組みを認める画期的なものですが、その分、薬剤師が
医療において負う責任が重くなることも意味しており、いまだに
十分な解釈ができていない薬剤師の方も少なくないでしょう。本
書では、過去の薬害事件やフィジカルアセスメントをめぐる経緯
などを振り返り、関係する法律の条文や解釈、過去の判例といっ
た留意点を交えながら、対話形式で読者にわかりやすく薬剤師の
役割の法的位置づけについて解説しています。チーム医療の中で
責任を担える薬剤師となるためのエッセンスに満ちた、すべての
薬剤師や薬学生が必読の１冊です。

RESEARCH
電子お薬手帳の市場が2016年には100億円超に

　市場調査会社の株式会社富士キメラ総研は、ヘルスケア関連機
器とサービスの国内市場の調査結果を発表しました。
　それによると、行政による医療費削減や生活習慣病対策の推進
に加え、2020年の東京オリンピック開催に向けた国民全体のスポ
ーツ活動への意欲の高まりなどが要因となり、ヘルスケア市場は

拡大を継続。2020年には、2013年比2.7倍の3,300億円にまで成長
すると予測されています。
　このうち電子お薬手帳については、2014年の薬事法改正により
電磁的記録による情報提供が認められたこと、患者の服薬管理や
地域に密着した薬局のサービス向上などが盛り込まれた日本再興
戦略でお薬手帳導入が推進されていることを受け、市場は急拡大
する見通しです。2020年にはドラッグストア併設型薬局でも普及
が進み、2013年比12.9倍の155億円に達すると見込まれています。

INFORMATION
抗悪性腫瘍剤・BRAF阻害剤「ゼルボラフ」が発売

　中外製薬株式会社は、BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能
な悪性黒色腫を適応とする治療剤「ゼルボラフ錠240mg」（一般
名：ベムラフェニブ）の発売を開始しました。
　同剤は、第一三共グループのPlexxikon社が創製した、がんの
増殖に関連するBRAFタンパクの変異型を選択的に阻害する、低
分子の経口BRAFキナーゼ阻害剤です。すでに米国では2011年、
欧州では2012年に、成人におけるBRAFV600遺伝子変異を有する
治癒切除不能、または転移性悪性黒色腫に対する治療剤として承
認されています。
　日本国内において、悪性黒色腫の全ステージの新規年間罹患数
は1,300～1,400人と報告されており、年々増加傾向にあります。
このうち、約30～40％
の患者についてBRAF
遺伝子の変異が認めら
れており、同剤の効果
が期待されます。
　なお、同剤を使用す
る際には、事前に指定
された検査キットを用
いたBRAF遺伝子変異
の有無の判定が必要と
されています。これは
薬剤の投与前に個別の
患者に適しているかど
うかを確かめるのが目
的です。

TOPICS

ゼルボラフ錠240mg
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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.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.18（2014年９月発行）
三井記念病院院長

髙本 眞一

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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STAFF
編集長	 武田	宏
副編集長	 山中	修
	 及川	佐知枝
編集スタッフ	 福田	洋祐
	 清水	洋一
デザイン	 イクスキューズ

オブザーバー	 勝山	浩二

発行	 株式会社ファーマシィ　www.pharmacy-net.co.jp

制作	 株式会社カレット　www.care-t.co.jp

編集後記

乳原先生、本郷先生のお話を伺い、薬剤師
の薬学的知見や判断が薬物治療の中で重

要なファクターであることを再認識した。そう
した知識と技能をさらに生かすために、薬剤師
には臨床能力がますます求められてきている。
そして、医師と薬剤師が「協働」していくには
薬剤師主体の学会だけではなく、医師やコ・メ
ディカルが集う情報交換の場に薬剤師も積極的
に参画していく必要が、より高まっているので
はないかと感じた。医師側の門戸は、薬剤師が
思っている以上に開かれている。あとは薬剤師
が、勇気を持って飛び込んでいけば良いのでは
ないだろうか。� （H.T.）

久しぶりに歯科に行きました。強い噛みし
めでずいぶんと歯が削れてしまっている

そうです。ひどい人は虫歯でもない健康な歯が
砕けるそうです。予防のためにマウスピースを
つくることにしました。これで歯が残ればいい
のですが。� （K.K.）

最近、近くの商店街に保険薬局が２店ほど
相次いでオープンしました。しかし、そ

ばに大きな病院は見当たりませんし、同時にク
リニックが新設された形跡もありません。地域
に密着した展開をめざそうとしているのか気に
なっています。� （ほっ）

先日、熊本から新大阪まで新幹線の「さく
ら」号に乗車したのですが、九州と本州

でワゴン販売のコーヒーの価格が違うことに初
めて気づきました。同じ列車に乗っているのに
不思議な気分です。� （フク）

No. ６ （2012年９月発行）
全国自治体病院協議会長

邉見 公雄

No. ７ （2012年11月発行）
GRIPSアカデミックフェロー

黒川 清

No. ８ （2013年１月発行）
兵庫医療大学長

松田 暉

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

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

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.21 （2015年３月発行）
眼科三宅病院理事長

三宅 謙作

No.20（2015年１月発行）
東京慈恵会医科大学血管外科教授

大木 隆生

No.19（2014年11月発行）
滋賀県立成人病センター院長／京都大学名誉教授

宮地 良樹

バックナンバーのご紹介
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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




