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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之
Voice─編集長対談─
国立病院機構京都医療センター
臨床研究センター予防医学研究室研究員

岡田 浩

あ
る
意
味
、麻
酔
科
医
と
似
た

立
場
に
あ
る
。ゆ
え
に

共
感
は
強
い
。

 

─
─ 

宮
坂 

勝
之

N
o.23

１９７３年、アメリカ。
すべてはここから始まりました。



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─

取材／武田 宏
文／及川 佐知枝

撮影／木内 博
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聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之

あ
る
意
味
、麻
酔
科
医
と
似
た

立
場
に
あ
る
。ゆ
え
に

共
感
は
強
い
。
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聖
路
加
国
際
病
院
の
急
性
期
医
療
の
分
野
で
、
麻
酔
科
医
と
し
て

手
術
室
ス
タ
ッ
フ
を
務
め
る
と
同
時
に
、
聖
路
加
国
際
大
学
大
学
院

で
の
看
護
師
教
育
や
小
児
救
急
に
関
す
る
情
報
発
信
に
も
力
を
尽
く

す
宮
坂
勝
之
氏
。
話
は
、
か
つ
て
薬
剤
師
増
員
作
戦
を
推
し
進
め
よ

う
と
試
み
、
惨
敗
し
て
し
ま
っ
た
出
来
事
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
宮
坂
氏
は
、
日
本
で
研
修
後
、
10
年
近
く
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の

病
院
で
小
児
麻
酔
や
集
中
治
療
を
担
う
。
帰
国
し
て
、
国
立
小
児
病

院
（
現
・
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
）
に

勤
務
し
て
い
た
と
き
、
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
長
野
県
立
こ
ど
も
病

院
院
長
に
抜
擢
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
彼
は
新
任
の
病
院
の
薬
剤
師
の

数
を
通
常
の
２
倍
程
度
に
し
、
医
療
の
質
向
上
を
図
ろ
う
と
し
た
と

い
う
。

「
欧
米
で
は
、
感
染
防
止
や
患
者
さ
ん
の
安
全
管
理
な
ど
が
、
常
に

薬
剤
師
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
医
師
主
導
の

面
が
強
く
、
薬
剤
師
が
行
っ
て
い
る
話
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
し
か

し
僕
は
、
や
は
り
欧
米
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
治
療
の
中
心
で
あ
る

薬
の
専
門
知
識
を
持
っ
た
薬
剤
師
が
手
が
け
る
の
が
、
も
っ
と
も
効

率
が
良
く
、
医
療
の
質
を
上
げ
ら
れ
る
と
考
え
ま
し
た
」

　
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
、
そ
し
て
手
術
室
な
ど
の
ハ
イ

リ
ス
ク
な
場
所
で
は
、
彼
の
地
で
は
薬
剤
師
が
病
棟
に
常
駐
す
る
の

が
当
た
り
前
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。

「
我
々
が
処
方
す
る
薬
剤
は
、
大
人
で
あ
れ
ば
１
筒
（
ア
ン
プ
ル
）、

あ
る
い
は
１
瓶
（
バ
イ
ア
ル
）
単
位
で
い
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の

場
合
は
年
齢
や
体
重
に
よ
っ
て
、
細
か
く
投
薬
量
が
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
薬
剤
師
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
助
け
ら
れ
ま
し
た
」

　
そ
こ
で
、
長
野
県
立
こ
ど
も
病
院
で
は
、
な
ん
と
か
薬
剤
師
を
増

や
し
、
欧
米
並
み
の
医
療
環
境
を
整
え
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
試
み
に
当
時
、
も
っ
と
も
抵
抗
し
た
の
は
薬
剤
師
自
身

で
あ
っ
た
。

「
増
員
に
関
し
て
は
、
薬
剤
師
が
も
ろ
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
て
く
れ

る
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
結
果
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。

　
彼
ら
が
、
薬
剤
師
と
し
て
大
切
だ
と
考
え
て
い
た
の
は
管
理
業
務

で
、
将
来
は
行
政
機
関
で
上
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
就
く
こ
と
。
増
員
が

あ
れ
ば
、
昇
進
の
ラ
イ
バ
ル
が
増
え
る
と
の
意
識
が
強
か
っ
た
よ
う

で
す
。
薬
局
窓
口
の
患
者
さ
ん
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
出
な
い
点
ば
か
り

に
注
力
し
、
積
極
的
に
患
者
さ
ん
の
役
に
立
と
う
と
い
う
視
点
は
見

え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
た
だ
、
こ
れ
は
同
院
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
自
治
体
病
院
で

あ
れ
ば
、
ほ
か
で
も
同
様
な
側
面
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
日
ご
ろ
患
者
さ
ん
と
の
接
点
が
少
な
い
せ
い
も
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
い
た
し
方
な
い
と
は
思
い
つ
つ
、
基
本
的
に
患
者
利
益
を
中

心
に
置
か
な
い
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
落
胆
し
ま
し
た
」

　
も
ち
ろ
ん
、
薬
剤
師
増
員
計
画
は
申
請
に
ま
で
も
い
た
ら
ず
、
宮

坂
氏
の
胸
の
内
で
生
ま
れ
、
わ
ず
か
な
日
の
目
も
見
ず
に
、
消
え
て

い
っ
た
。

◆
　
◆
　
◆

　
院
長
職
に
あ
っ
て
、
薬
剤
師
増
員
の
構
想
が
消
え
た
か
ら
と
言
っ

て
、
薬
剤
師
の
今
後
の
活
躍
へ
の
期
待
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
ん
な
宮
坂
氏
が
憂
う
の
は
、
卒
業
生
が
誕
生
し
て
ま
だ
数
年
の
薬

学
教
育
６
年
制
だ
。

「
薬
剤
師
に
臨
床
的
な
業
務
を
も
っ
と
や
っ
て
ほ
し
い
と
の
希
望
を

満
た
す
た
め
の
新
制
度
で
あ
れ
ば
、
申
し
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
単
に
薬
剤
師
の
教
育
が
遅
れ
て
い
る
か
ら
、
他
の

先
進
国
に
合
わ
せ
る
の
だ
と
の
理
由
で
６
年
制
に
な
っ
た
─
─
僕
に

は
そ
う
見
え
ま
す
。

　
臨
床
的
な
実
務
教
育
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
修
業
年
限
が
２
年
延

薬
剤
師
自
身
か
ら
の
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た

自
治
体
病
院
で
の
増
員
作
戦
。
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び
た
と
の
説
明
は
、
外
部
の
人
間
に
は
非
常
に
明
確
な
の
で
す
が
、

当
の
薬
剤
師
の
世
界
で
は
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
６
年
制
で
ど
の
よ
う
な
教
育
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
か

も
、
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
。

　
疾
患
構
造
や
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
て
医
療
界
が
大
き
く
変
わ
る

中
、
医
療
者
は
根
本
的
に
変
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
薬
剤
師
は
、
教
育
改
革
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ど
う
変
わ

れ
ば
い
い
の
か
、
変
わ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
ま
っ
た
く

手
探
り
の
状
況
。
医
師
や
看
護
師
な
ど
他
職
種
が
具
体
的
な
動
き
を

し
て
い
る
の
に
対
し
、
薬
剤
師
は
１
歩
も
２
歩
も
遅
れ
を
と
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
」

　
こ
こ
で
宮
坂
氏
は
、
孤
立
し
つ
つ
あ
る
薬
剤
師
を
他
職
種
が
置
き

去
り
に
す
る
の
は
、
医
療
資
源
の
少
な
い
折
り
、
し
て
は
な
ら
な
い

と
力
説
す
る
。

「
大
き
く
と
ら
え
れ
ば
、
医
療
の
流
れ
は
在
宅
医
療
・
介
護
に
向
か

っ
て
お
り
、
薬
剤
師
に
は
入
院
患
者
だ
け
で
な
く
、
退
院
後
の
患
者

さ
ん
と
の
接
点
づ
く
り
も
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
“
接
点
”
と
言

う
と
、
薬
剤
師
が
直
接
、
患
者
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
話
を
し
た

り
、
医
師
の
治
療
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
な
ど
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
患
者
さ
ん
の
情
報
を
じ
か
に
聞
い
て
得
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、

医
師
と
同
じ
視
点
を
持
っ
て
カ
ル
テ
を
読
め
れ
ば
、
患
者
さ
ん
に
聞

か
な
い
ま
で
も
、
“
接
点
”
は
つ
く
れ
ま
す
。
薬
剤
師
が
カ
ル
テ
を

見
て
、
不
足
し
て
い
る
情
報
を
得
た
い
と
き
に
は
、
医
師
や
看
護
師

に
要
望
す
れ
ば
良
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
患
者
さ
ん
と
接

点
を
持
つ
こ
と
で
、
医
師
や
看
護
師
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
、
薬
剤
師

は
在
宅
医
療
に
大
い
に
貢
献
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
薬
剤
師
が
、
ど
う
す
れ
ば
無
理
な
く
臨
床
に
か
か
わ
っ
て
い
け
る

か
、
医
師
も
看
護
師
も
、
真
剣
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
同
じ
医
療
者
と
し
て
、
限
ら
れ
た
医

療
資
源
を
患
者
さ
ん
の
た
め
に
ど
う
役
に
立
て
る
か
が
重
要
。
薬
剤

師
の
臨
床
へ
の
進
出
を
助
け
る
の
は
、
医
療
者
の
義
務
で
し
ょ
う
。

今
は
、
病
院
内
で
も
多
く
の
薬
剤
師
が
薬
局
内
に
留
ま
り
、
あ
る
い

は
管
理
業
務
だ
け
に
留
ま
り
、
薬
剤
師
の
潜
在
能
力
を
十
分
に
生
か

し
切
れ
て
お
ら
ず
、
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
取
材
依
頼
時
、
宮
坂
氏
は
「
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
さ
ん
と
は
日
ご

ろ
接
触
が
な
い
の
で
、
自
分
が
彼
ら
に
伝
え
る
べ
き
言
葉
を
持
っ
て

い
る
の
か
不
安
で
す
」
と
話
し
て
い
た
。
だ
が
、
小
児
急
性
期
医
療

の
現
場
で
活
躍
す
る
麻
酔
科
医
は
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
た
と
え

話
を
用
い
て
、
薬
局
薬
剤
師
の
怠
っ
て
い
た
こ
と
を
見
事
に
指
摘
し

て
く
れ
た
。

「
医
師
の
診
察
→
医
師
が
処
方
せ
ん
を
書
い
て
患
者
に
渡
す
→
患
者

が
保
険
薬
局
に
行
っ
て
処
方
せ
ん
を
出
す
→
薬
局
薬
剤
師
が
薬
を
患

者
に
出
す
。
一
般
的
な
医
療
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
医
師
は
、
処
方
せ
ん
を
書
い
た
か
ら
に
は
、
そ
の
と
お
り
に

患
者
さ
ん
が
服
薬
し
て
い
る
も
の
と
思
い
込
み
ま
す
。
昔
は
、
医
師

の
処
方
せ
ん
の
書
き
方
が
悪
く
て
正
確
に
薬
が
払
い
出
せ
な
い
な
ど

の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
す
で
に
医
療
情
報
は
、
ほ
ぼ
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
で
管
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
間
違
っ
た
薬
が
出
さ
れ
る
確
率
は

限
り
な
く
ゼ
ロ
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
般
的
な
医
療
と
僕
ら
が
行
っ
て
い
る
急
性
期
医
療
と
で
、
薬
に

つ
い
て
の
決
定
的
な
違
い
は
、
『
必
ず
投
薬
さ
れ
る
』
点
で
す
。
た

と
え
ば
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
が
処
方
せ
ん
を
出
し
て
患
者
さ
ん
が

１
週
間
後
に
再
診
し
た
と
き
、
『
血
圧
が
上
が
っ
て
い
る
ね
。
き
ち

臨
床
へ
の
進
出
を
助
け
る
の
は
、医
療
者
の
義
務
。

と
て
も
、も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
。
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ん
と
薬
を
飲
ん
で
い
る
の
？
』
と
質
問
す
る
よ
う
に
、
一
般
の
医
療

で
は
服
薬
の
実
態
は
あ
や
ふ
や
な
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

急
性
期
医
療
の
中
心
は
注
射
薬
で
す
か
ら
、
目
の
前
で
確
実
に
投
薬

さ
れ
、
降
圧
薬
で
あ
れ
ば
血
圧
が
目
の
前
で
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た

り
、
効
果
が
す
ぐ
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

　
医
師
が
処
方
し
て
、
投
薬
の
効
果
ま
で
見
る
の
が
当
た
り
前
の
世

界
に
い
て
、
と
き
ど
き
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
僕
ら
が
行
っ
て

い
る
処
方
し
た
薬
の
確
実
な
投
与
と
効
果
を
見
る
行
為
は
、
普
通
の

医
療
の
流
れ
の
中
で
は
薬
剤
師
が
行
う
べ
き
パ
ー
ト
の
は
ず
。
薬
局

薬
剤
師
は
、
し
っ
か
り
実
施
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
─
─
」

　
な
る
ほ
ど
、
ま
っ
た
く
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
慢
性
疾
患
の
高
齢

患
者
が
激
増
し
誤
飲
や
飲
み
忘
れ
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

処
方
せ
ん
ど
お
り
に
薬
を
渡
す
の
は
当
然
で
、
患
者
に
持
ち
帰
ら
れ

た
薬
が
き
ち
ん
と
使
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
服
薬
さ
れ
た
結
果
、

本
来
の
薬
効
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
を
医
師
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す

る
の
は
、
薬
剤
師
の
仕
事
だ
。
そ
し
て
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な

っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

「
医
師
は
、
患
者
さ
ん
が
来
た
と
き
に
『
飲
ん
で
い
る
』
と
言
わ
れ

れ
ば
、
信
用
す
る
以
外
に
な
い
で
し
ょ
う
。
外
来
の
診
療
時
間
に
は

余
裕
が
な
く
、
服
薬
の
実
態
を
細
か
く
追
究
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
で
も
、
薬
剤
師
が
注
意
深
く
患
者
さ
ん
に
接
し
て
い
れ
ば
、
言

葉
の
は
し
ば
し
や
、
手
の
動
き
な
ど
か
ら
、
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば

本
当
に
き
ち
ん
と
飲
ん
で
い
る
か
ど
う
か
、
高
い
確
率
で
推
測
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
服
薬
状
況
を
聞
い
て
確
認
す
る
、
持
参
薬
の
残
量
を
調
べ
る
、
と

い
っ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
沿
っ
た
よ
う
な
話
で
は

な
く
、
患
者
さ
ん
を
観
察
し
て
、
服
薬
の
実
態
を
推
測
し
、
適
切
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
─
─
と
て
も
興
味
深
い
仕
事
。
薬
剤
師
の
果

て
な
い
仕
事
の
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
か
？
僕
が
薬
剤
師
だ
っ

た
ら
、
の
め
り
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
気
が
し
ま
す
」

PROFILE
みやさか・かつゆき
1969年 信州大学医学部卒業
1970年 国立小児病院麻酔科研修
1973年 トロント大学トロント小児病院集中治療部レジデント
1974年  ペンシルバニア大学フィラデルフィア小児病院麻酔集中治療部臨床フェロー
1975年 トロント大学医学部麻酔科臨床講師
 トロント小児病院集中治療部医員
  トロント小児病院研究所呼吸生理研究部研究員（ 高頻度振動換気法の開発 ）
1977年  ハーバード大学マサチューセッツ総合病院集中治療部臨床フェロー
 国立小児病院麻酔科医員
1984年 国立小児病院小児医療研究センター病態生理研究室長
1988年 国立小児病院麻酔・集中治療科医長
1991年 井上春成賞受賞（ 科学技術振興事業団 ）
 山村秀夫賞受賞（ 日本麻酔科学会 ）
1999年 トロント大学医学部AW Conn客員教授
2000年 国立成育医療センター医療情報システム準備室長
2002年 国立成育医療センター手術・集中治療部長
2006年 長野県立こども病院院長
2010年 聖路加看護大学大学院周麻酔期看護学特任教授
 聖路加国際病院周術期センター長
2012年 ものづくり日本大賞経済産業大臣賞
2015年 聖路加国際大学大学院特任教授
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MY
OPINION

◆
　
◆
　
◆

「
実
は
、
麻
酔
科
医
は
薬
剤
師
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
薬
剤
師
に
は
共
感
が
あ
り
ま
す
」

　
ひ
と
し
き
り
話
が
進
ん
だ
と
き
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。
い

っ
た
い
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

「
現
在
、
手
術
の
と
き
に
麻
酔
科
医
は
必
須
の
存
在
で
す
が
、
昔
は

外
科
医
が
担
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
『
本
当
は
自
分
で
麻
酔
も

か
け
ら
れ
る
の
に
、
仕
方
な
く
麻
酔
科
医
に
頼
ん
で
い
る
』
と
の
風

潮
は
残
っ
て
い
ま
す
。

　
麻
酔
科
医
が
術
前
管
理
の
間
で
、
患
者
さ
ん
の
状
態
が
悪
い
と
察

し
、
『
今
、
手
術
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
─
─
』
と
意
見
を

述
べ
る
と
、
外
科
医
に
は
『
余
計
な
口
出
し
は
い
ら
な
い
。
自
分
が

診
て
判
断
し
ま
す
』
と
は
ね
つ
け
ら
れ
る
。
薬
剤
師
も
医
師
に
処
方

せ
ん
の
内
容
を
問
い
合
わ
せ
る
と
、
高
圧
的
な
態
度
を
と
ら
れ
る
場

合
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。

　
麻
酔
科
医
と
薬
剤
師
の
、
万
が
一
の
リ
ス
ク
も
見
逃
さ
な
い
医
療

安
全
に
対
す
る
取
り
組
み
は
、
き
わ
め
て
似
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

だ
か
ら
、
薬
剤
師
に
は
た
い
へ
ん
共
感
し
ま
す
ね
。
患
者
さ
ん
に
と

っ
て
主
役
に
な
り
づ
ら
い
存
在
で
あ
る
点
で
も
共
通
し
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
は
、
手
術
は
外
科
医
が
行
う
と
思
っ
て
お
り
、
麻
酔
科
医

の
貢
献
に
は
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
薬
も
そ
う
で
、
薬
剤
師
は
医
師

か
ら
指
示
の
あ
っ
た
薬
を
出
す
だ
け
の
人
だ
と
思
わ
れ
、
ど
れ
ほ
ど

頼
り
に
な
る
医
療
人
か
が
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
」

　
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
で
共
通
点
が
あ
る
の
は
残
念
で
は
あ
る
が
、
医

師
が
薬
剤
師
に
共
感
を
抱
く
と
の
感
想
は
新
鮮
だ
っ
た
。

「
本
当
に
こ
の
時
期
に
手
術
を
す
る
の
が
い
い
の
か
ど
う
か
、
疑
問

を
示
し
て
も
突
き
返
さ
れ
る
。
若
い
麻
酔
科
医
な
ど
相
手
に
も
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
僕
は
辛
抱
強
く
進
言
を
つ
づ
け
る
よ
う
励
ま
し
ま
す
。

そ
の
積
み
重
ね
の
中
で
、
外
科
医
も
必
ず
気
が
つ
く
と
き
が
く
る
。

大
切
な
の
は
、
い
つ
も
患
者
さ
ん
の
利
益
を
中
心
に
置
く
こ
と
。
自

分
の
都
合
や
決
ま
り
ご
と
は
二
の
次
で
す
。
薬
剤
師
も
、
い
っ
し
ょ

で
し
ょ
う
。
医
師
に
は
問
い
合
わ
せ
に
く
い
で
し
ょ
う
が
、
薬
に
関

し
て
は
肝
を
握
っ
て
い
る
の
は
薬
剤
師
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
資

格
や
職
名
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
相
応
の
勉
強
を
積
み
重
ね
る
努
力

が
必
要
で
す
」

　
薬
剤
師
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
た
。

「
と
も
に
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
、
エ
ー
ル
を
贈
り
た
い
で

す
ね
」

　
医
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
最
後
に
、
同
じ
立
場
ゆ
え
に
「
と
も

に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
と
は
─
─
予
想
外
の
展
開
の

取
材
と
な
っ
た
。
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
期
待
に
応
え
て
「
が
ん
ば

り
ま
す
」
と
心
の
中
で
繰
り
返
し
て
ほ
し
い
。

医
療
安
全
に
対
す
る
取
り
組
み
が

両
者
で
は
、き
わ
め
て
似
て
い
る
。

誰
が
、き
ち
ん
と
薬
が
使
わ
れ
て
い
る
か
、

本
来
の
薬
効
が
現
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
の
か
。
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　宮坂勝之氏に取材を申し込んだ
際、「せっかくの機会なので、取
材はトイスラー記念館で行いまし
ょう」とご提案をいただいた。ど
うやら歴史ある洋館らしい。
　聖路加国際病院と言えば、三角
形を組み合わせたような独特の構
造が特徴の巨大な本館ビルの印象
が強い。さて、そんな洋館があっ
ただろうかと思いながら現地に向
かうと、本館と通り１本挟んだ聖
路加国際大学の敷地に、豊かな緑
に囲まれ、確かにその洋館は威厳
を持ってたたずんでいた。

●

　トイスラー記念館を語るにあた
っては、まず、その名の由来とな
ったルドルフ・トイスラー氏につ
いて説明すべきだろう。
　トイスラー氏は1876年、アメリ
カ・ジョージア州で生まれた。医
師であると同時に、宣教師でもあ

り、1900年に米国聖公会の宣教医
師として来日。
　欧米にくらべてまだまだ遅れて
いた当時の日本の医療を目の当た
りにした彼は、理想の医療を実現
させようと決意する。
　1902年、トイスラー氏は東京・
築地明石町にあった古い病院を買
い取り、「聖路加病院」を設立、
初代院長に就任した。同院は後に
聖路加国際病院と改称され、現在
にいたっている。トイスラー氏は
あまり知られていないが、同院の
創設者なのだ。

●

　トイスラー記念館は1933年、ト
イスラー氏が宣教師会館及び迎賓
館として使うため、病院敷地内の
隅田川河畔の芝生に建築した。
　設計者は米国人建築家のJ・V
・W・バーガミニー氏。建物の躯
体は当時の住宅建築には珍しい鉄
筋コンクリートと一部木造を組み
合わせた２階建てで、欧州の山荘

を連想させる重厚で風格のある建
物に仕上がった。
　1989年、病院本館新築工事を含
む一帯の再開発にともないトイス
ラー記念館は一時解体されるも、
1998年、現在地へと移築復元され
た。再建工事では、創建時の施工
技術や構造の特徴を詳細に記録し
たものを参照し、再利用可能な部
材はできる限り用いたという。
　建物の外観は、柱や梁などの骨
組みを外側にむき出しにしたハー
フティンバー風と言われる意匠が
施されている。一方、室内は伝統
的なチューダーゴシック風のデザ
インで、１階の玄関ホールやリビ
ングなどには木材が用いられ、ず
っしりとした重厚感がある。

●

　トイスラー記念館は、現在、大
学・病院関係者が会合を開く際な
どに利用されているそうだ。した
がって、外部の者が中に入れる機
会は残念ながらめったにない。
　ただ、外から美しい建物を眺め
るだけでも、同院のルーツと長い
歴史を感じられる。

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。

トイスラー記念館
（東京都中央区）

DATA
トイスラー記念館
所在地：東京都中央区明石町10 -１

隣接して建つ病院旧館の建物。チャペルがあり結
婚式も行われる

建物の周囲には庭園や芝生の広場が広がり、学
生の憩いの場にもなっている

トイスラー記念館の外観。後ろのベージュのビル
は病院本館
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国立病院機構京都医療センター

臨床研究センター予防医学研究室研究員

岡田 浩

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

岡田浩氏が、小・中学校教員や学習塾講師の職を経て薬剤師になったのは40歳とかなり遅い。

異業種から医療界に入ってきた岡田氏の目には

薬剤師は非常に高い能力を持ちながらも、実力を十分に生かしていない集団に映ったと言う。

そこで、薬局薬剤師の患者への支援が糖尿病の血糖コントロール改善に資するかの介入研究を実施、

薬剤師の可能性を見事に証明した。

その成果をもとに、現在は、薬局薬剤師のコミュニケーションスキルを上げる研修事業など、

複数のプロジェクトにたずさわっている。

患者とフラットな関係を
結べる薬局薬剤師だからこそ
慢性疾患患者と併走できる
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保
険
薬
局
の
服
薬
指
導
で

糖
尿
病
患
者
の

Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
が
改
善
し
た

│
│
岡
田
先
生
は
、
薬
局
薬
剤
師
へ
の
研
修
事
業
を

主
宰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で

始
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岡
田
　
話
は
２
０
１
１
年
に
実
施
し
た
糖
尿
病
患
者

に
対
す
る
介
入
研
究
「
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

全
国
90
の
保
険
薬
局
に
お
い
て
、
薬
剤
師
が
糖
尿
病

患
者
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
介
入
群
と
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ

値
を
確
認
す
る
だ
け
の
対
照
群
で
、
登
録
患
者
の
Ｈ

ｂ
Ａ
１
ｃ
値
の
変
化
な
ど
を
調
査
す
る
、
日
本
初
の

薬
剤
師
に
よ
る
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
で
し
た
。

　
参
加
す
る
薬
剤
師
に
は
、
「
動
機
づ
け
面
接
」
や

「
情
報
提
供
用
資
料
の
使
い
方
」
を
事
前
に
学
ん
で

も
ら
っ
た
う
え
で
、
糖
尿
病
患
者
に
対
し
情
報
提
供

や
言
葉
か
け
を
実
施
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
１
回
３

分
程
度
の
指
導
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
照
群
と
比
較

し
、
薬
剤
師
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
介
入
群
は
、

Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
を
０
・
５
％
改
善
さ
せ
る
成
功
率
が
約

２
倍
に
な
っ
た
の
で
す
。

│
│
３
分
間
の
服
薬
指
導
が
、
そ
こ
ま
で
の
成
果
を

出
す
と
は
驚
き
で
す
。

岡
田
　
残
念
な
が
ら
、
薬
剤
師
の
一
言
が
患
者
さ
ん

の
動
向
を
変
え
る
点
を
、
薬
剤
師
自
身
が
あ
ま
り
意

識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
薬
剤
師
に
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
た
私
は
薬
局
薬

剤
師
を
対
象
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
３
☆
（
ス

リ
ー
ス
タ
ー
）
フ
ァ
ー
マ
シ
ス
ト
研
修
」
を
始
め
ま

し
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
使
用
し

た
、
患
者
さ
ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
面
接

技
法
を
身
に
つ
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
研
究
以
外
で
も

受
講
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

　
現
在
で
は
、
大
手
保
険
薬
局
チ
ェ
ー
ン
の
社
内
研

修
に
導
入
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
広
く
個
々
の
薬
剤
師

の
方
々
に
受
講
し
て
も
ら
う
た
め
、
東
京
や
大
阪
な

ど
の
会
場
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

本
来
備
え
て
い
る
高
い
能
力
を

調
剤
の
み
に
使
っ
て
い
て
は

社
会
の
大
き
な
損
失
だ

│
│
薬
剤
師
に
な
っ
た
の
は
40
歳
に
な
っ
て
か
ら
と

遅
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
以
降
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

試
み
に
は
目
を
見
張
り
ま
す
。
現
職
は
京
都
医
療
セ

ン
タ
ー
の
研
究
員
で
す
が
、
最
初
か
ら
研
究
者
の
道

を
志
し
て
薬
剤
師
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
。

岡
田
　
い
い
え
。
薬
学
部
を
卒
業
し
て
、
最
初
の
就

職
先
は
保
険
薬
局
で
し
た
。
そ
し
て
、
職
場
で
の
出

来
事
を
通
し
て
薬
剤
師
の
仕
事
の
面
白
さ
と
奥
深
さ

を
知
り
ま
し
た
。

　
薬
剤
師
免
許
が
送
ら
れ
て
き
た
５
月
こ
ろ
は
新
人

な
の
で
、
主
に
調
剤
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
私
が
ず
い
ぶ
ん
年
上
な
の
で
患
者
さ
ん
が
ベ
テ

ラ
ン
薬
剤
師
と
勘
違
い
し
た
の
か
（
笑
）、
い
つ
の

間
に
か
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
何
し
ろ
新
人
で
す
か
ら
、
た
い
し
て
知
識
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
患
者
さ
ん
の
話
を
よ

く
聞
く
よ
う
に
は
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た

中
、
糖
尿
病
の
患
者
さ
ん
の
中
に
、
い
つ
の
間
に
か

Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
が
少
し
ず
つ
下
が
っ
て
く
る
方
々
が
い

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

岡田氏の著書『行列のできる薬剤師 ３☆ファーマシストを目指せ！』
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│
│
そ
れ
が
、
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

立
ち
上
げ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
？

岡
田
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、
Ｈ
ｂ
Ａ

１
ｃ
は
季
節
に
よ
っ
て
も
変
動
し
ま
す
。
本
当
に
、

私
と
の
関
係
が
き
っ
か
け
で
血
糖
値
が
改
善
し
た
の

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
患
者
さ
ん
が
来
局

す
る
た
び
に
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
を
尋
ね
て
デ
ー
タ
を
集
め

る
作
業
を
２
年
半
ほ
ど
つ
づ
け
ま
し
た
。

　
１
年
目
は
、
デ
ー
タ
が
ま
だ
十
分
で
な
か
っ
た
の

で
、
症
例
報
告
と
し
て
日
本
糖
尿
病
学
会
の
九
州
地

方
会
で
発
表
し
ま
し
た
。
「
す
ば
ら
し
い
試
み
だ
」

と
言
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
一
方
、
他
職
種
の
方

か
ら
は
「
薬
剤
師
が
少
し
話
を
聞
く
だ
け
で
Ｈ
ｂ
Ａ

１
ｃ
が
良
く
な
る
な
ど
、
考
え
に
く
い
」
と
の
反
論

も
受
け
ま
し
た
。

│
│
長
年
、
糖
尿
病
の
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で
き
た
他

職
種
の
方
に
は
、
薬
物
療
法
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と

し
た
会
話
で
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
の
数
値
が
良
く
な
る
な
ど

信
じ
難
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
意
味
、
正
直
な

反
応
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

岡
田
　「
立
場
の
違
う
方
に
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、

も
っ
と
科
学
的
で
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
痛
感
し
ま
し
た
。
し
か
し
本
格
的

に
研
究
し
よ
う
に
も
、
当
時
の
日
本
に
は
薬
局
に
お

け
る
介
入
研
究
の
よ
う
な
臨
床
研
究
を
実
施
し
て
い

る
研
究
室
が
大
学
薬
学
部
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
ん
な
中
で
、
幸
運
に
も
大
規
模
臨
床
研
究
を
行

っ
て
い
る
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
の
坂
根
直
樹
先
生
の

も
と
で
研
究
で
き
る
機
会
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
で
き
、

ス
リ
ー
ス
タ
ー
フ
ァ
ー
マ
シ
ス
ト
研
修
が
誕
生
し
た

わ
け
で
す
。

│
│
保
険
薬
局
で
の
仕
事
の
経
験
が
、
画
期
的
な
研

究
に
直
結
し
た
わ
け
で
す
。
多
く
の
薬
剤
師
も
同
じ

経
験
を
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
岡
田
先
生
の
よ
う

な
発
想
は
持
て
な
い
。

岡
田
　
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

私
は
、
別
の
仕
事
を
し
て
か
ら
薬
剤
師
に
な
っ
た
の

で
、
薬
剤
師
が
高
い
能
力
を
持
つ
集
団
で
あ
り
、
非

常
に
優
秀
な
人
材
が
毎
日
、
調
剤
室
で
薬
剤
を
数
え

る
の
み
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
の
を
、
ほ
か
の
薬

剤
師
よ
り
も
た
い
へ
ん
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
医
療
者
不
足
、
特
に
医
師
や
看
護
師
が
足
り
な
い

と
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薬
剤
師
が
単

純
労
働
に
終
始
し
て
い
る
の
は
、
社
会
的
損
失
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

臨
床
研
究
に
も
熱
心
な

薬
剤
師
が
１
薬
局
に

ひ
と
り
で
も
い
れ
ば
変
わ
る

│
│
研
修
制
度
の
「
ス
リ
ー
ス
タ
ー
」
と
い
う
名
称

が
目
を
引
き
ま
す
。

岡
田
　
２
０
０
６
年
に
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）

が
打
ち
出
し
た
「
セ
ブ
ン
ス
タ
ー（
７
つ
星
）
フ
ァ

ー
マ
シ
ス
ト
」
の
概
念
に
共
感
し
て
、
名
前
を
つ
け

ま
し
た
。
同
概
念
を
通
し
て
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
薬
剤
師
は

患
者
中
心
の
ケ
ア
を
よ
り
推
進
す
べ
き
で
、
調
剤
だ

け
で
な
く
、
教
育
者
や
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
社
会
で

さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

訴
え
て
い
ま
す
。

　
将
来
、
調
剤
作
業
の
ロ
ボ
ッ
ト
化
が
進
め
ば
、
薬

剤
師
に
は
「
人
間
」
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
が
求
め

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

目で見て実感してもらうために、所属する予防医学研究室で開発し
た体脂肪モデルのミニキーホルダー

健康的な食生活のツールとして用いる「ヘルシープレート®」。何を
どれだけ食べれば良いのかわかる。名古屋学芸大学の山内惠子氏と
予防医学研究室が開発した
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│
│
薬
剤
師
は
い
よ
い
よ
自
分
の
仕
事
を
見
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

岡
田
　
し
か
し
、
薬
剤
師
は
キ
ャ
リ
ア
の
目
標
設
定

が
し
に
く
い
点
が
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

岡
田
　
日
本
で
は
薬
局
薬
剤
師
が
比
較
的
新
し
い
職

種
な
の
で
、
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
な
か
な
か
見

つ
か
ら
な
い
よ
う
な
の
で
す
。
ゆ
え
に
薬
剤
師
は
優

秀
な
職
業
集
団
で
は
あ
っ
て
も
、
「
あ
ん
な
薬
剤
師

に
な
り
た
い
」
と
い
う
目
標
を
持
つ
動
機
づ
け
が
弱

い
。
結
果
も
っ
と
社
会
に
貢
献
で
き
る
は
ず
な
の
に

能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

　
た
と
え
ば
医
師
で
あ
れ
ば
、
研
修
医
向
け
の
雑
誌

に
は
、
読
者
よ
り
も
少
し
年
上
で
活
躍
し
て
い
る
若

手
医
師
が
次
々
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
学
教
授

な
ど
重
鎮
の
方
々
で
は
な
く
、
が
ん
ば
れ
ば
自
分
に

も
手
の
届
き
そ
う
な
位
置
に
い
る
、
モ
デ
ル
と
な
る

よ
う
な
医
師
が
多
く
存
在
す
る
の
で
す
。

　
一
方
、
薬
剤
師
界
で
は
、
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル

を
探
す
の
が
難
し
く
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か

ら
な
い
ま
ま
、
仕
事
に
や
り
甲
斐
を
感
じ
ら
れ
な
い

事
態
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

│
│
逆
に
言
え
ば
、
目
標
と
な
る
薬
剤
師
が
い
れ
ば

現
状
を
打
破
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

岡
田
　
そ
の
た
め
に
は
、
半
径
５
メ
ー
ト
ル
以
内
、

つ
ま
り
同
僚
の
中
に
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
薬
剤
師

が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
自
分
も
あ
ん
な
ふ
う
に
患
者
さ
ん
か
ら
頼
り
に
さ

れ
て
み
た
い
と
思
え
る
、
あ
る
い
は
身
近
な
臨
床
上

の
疑
問
の
相
談
に
も
乗
っ
て
く
れ
る
と
い
っ
た
薬
剤

師
が
い
れ
ば
、
若
い
薬
剤
師
の
姿
は
少
し
ず
つ
で
も

変
わ
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

│
│
モ
デ
ル
が
い
な
け
れ
ば
、
つ
く
る
以
外
に
方
法

は
あ
り
ま
せ
ん
。

岡
田
　
薬
剤
師
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
医
療
者
に
共

通
し
ま
す
が
、
我
々
の
仕
事
は
患
者
さ
ん
の
た
め
に

何
が
で
き
る
の
か
に
集
約
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
「
患

者
さ
ん
か
ら
感
謝
さ
れ
る
仕
事
」
と
言
い
換
え
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。

　
薬
剤
師
が
投
薬
時
に
通
り
一
遍
の
服
薬
指
導
を
す

る
だ
け
な
ら
、
患
者
さ
ん
に
は
当
然
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
各
々
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
本
当
に

必
要
な
情
報
を
、
専
門
家
と
し
て
提
供
し
た
な
ら
ば

感
謝
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
点
を
忘
れ
ず
に
患
者

さ
ん
と
の
関
係
を
築
け
れ
ば
、
自
然
と
患
者
さ
ん
か

ら
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
今
こ
の
記
事
を
読
ん
で
い
る
「
あ
な
た
」

が
、
患
者
さ
ん
か
ら
謝
意
を
示
さ
れ
る
行
動
を
し
て

い
け
ば
、
あ
な
た
の
仕
事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は

上
が
り
、
い
ず
れ
は
周
囲
の
薬
剤
師
に
も
影
響
を
与

え
る
は
ず
で
す
。

全
神
経
を
集
中
し

わ
ず
か
な
異
変
か
ら

患
者
の
疾
患
を
見
出
す

岡
田
　
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
患
者
さ
ん
が
望
ん

で
い
る
の
は
、
「
薬
に
つ
い
て
の
情
報
」
だ
け
で
は

な
く
、
「
健
康
で
、
幸
せ
な
人
生
を
送
る
術
」
だ
と

い
う
点
で
す
。

│
│
患
者
さ
ん
が
、
幸
せ
な
人
生
を
送
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
、
薬
局
薬
剤
師
に
は
何
が
で
き
る
で
し

ょ
う
。

岡
田
　
薬
局
で
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
の
話
で
す
が
、

認
知
症
の
患
者
さ
ん
の
初
期
症
状
に
気
づ
く
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

　
３
年
間
で
11
名
の
患
者
さ
ん
に
つ
い
て
主
治
医
へ

報
告
し
、
論
文
に
も
し
て
い
ま
す
。

│
│
初
期
症
状
に
気
づ
く
に
は
、
何
か
ノ
ウ
ハ
ウ
が

あ
る
の
で
す
か
。

岡
田
　
薬
局
薬
剤
師
な
ら
誰
で
も
そ
う
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
患
者
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け

親
し
く
な
る
と
、
相
手
の
好
き
な
も
の
や
行
動
の
パ

タ
ー
ン
を
い
つ
の
間
に
か
、
な
ん
と
な
く
覚
え
て
し

ま
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
患
者
さ
ん
の
中
に
、
あ
る
日
、
何
か
ち

ょ
っ
と
し
た
変
化
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。
た
と
え

ば
、
い
つ
も
お
し
ゃ
れ
だ
っ
た
女
性
が
襟
元
に
ご
飯

粒
を
つ
け
て
き
た
り
、
薬
局
内
で
出
口
の
方
向
を
間

違
え
た
り
す
る
と
、
「
い
つ
も
と
違
う
な
？
」
と
感

じ
ま
す
。

　
受
付
の
事
務
職
員
も
患
者
さ
ん
の
様
子
に
は
敏
感

で
、
お
金
の
計
算
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ

と
い
っ
た
報
告
も
手
が
か
り
に
し
て
い
ま
し
た
。
ほ

か
に
も
、
薬
や
イ
ン
ス
リ
ン
の
処
方
が
毎
回
、
調
整

さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
、
患
者
さ
ん
の
自
己
管
理
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
察

し
、
主
治
医
に
電
話
で
相
談
し
て
調
べ
て
も
ら
っ
た

り
し
ま
し
た
。

│
│
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
薬
剤
師
が
医
師
よ
り
も

気
を
許
せ
る
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、
気
づ
け
た
の
で
し

ょ
う
。
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岡
田
　
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
高
齢
化
に
と

も
な
っ
て
慢
性
疾
患
が
増
加
し
つ
づ
け
る
今
、
医
療

者
に
は
患
者
さ
ん
と
長
期
に
わ
た
っ
て
「
併
走
」
で

き
る
知
識
、
ス
キ
ル
、
マ
イ
ン
ド
の
３
つ
が
同
時
に

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
、
患
者
さ
ん
と
フ
ラ

ッ
ト
な
関
係
を
結
べ
る
薬
剤
師
は
た
い
へ
ん
貴
重
で

す
。
地
域
社
会
の
中
で
多
く
の
人
を
支
え
る
ハ
ブ
の

よ
う
な
役
割
も
果
た
せ
ま
す
。

　
薬
剤
師
は
当
然
、
薬
剤
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
患
者
さ
ん
の
す
ぐ

そ
ば
に
い
て
、
気
楽
に
な
ん
で
も
相
談
で
き
る
存
在

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

慢
性
疾
患
の
地
域
連
携
で
は

中
心
的
役
割
を
担
う

可
能
性
を
秘
め
て
い
る

│
│
今
後
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

岡
田
　
ス
リ
ー
ス
タ
ー
フ
ァ
ー
マ
シ
ス
ト
研
修
は
受

講
者
が
６
０
０
名
を
超
え
、
認
定
薬
剤
師
も
１
０
０

名
以
上
に
達
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
れ
ら
の
研
修

を
通
じ
て
、
地
域
で
活
躍
す
る
薬
剤
師
の
育
成
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
私
個
人
と
し
て
は
、
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー

の
所
在
す
る
京
都
市
伏
見
区
に
お
け
る
糖
尿
病
地
域

医
療
連
携
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
仕
事
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

│
│
医
師
で
は
な
く
、
薬
剤
師
で
あ
る
岡
田
先
生
が

主
導
的
立
場
に
あ
る
の
で
す
か
。

岡
田
　
主
導
的
な
立
場
と
い
う
の
で
は
な
く
、
研
究

会
の
企
画
な
ど
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
担
っ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
伏
見
区
医
師
会
の
大
石
ま
り
子

先
生
と
当
セ
ン
タ
ー
の
坂
根
直
樹
先
生
に
ご
指
導
い

た
だ
き
な
が
ら
、
「
伏
見
区
ス
タ
ッ
フ
の
た
め
の
糖

尿
病
教
室
」
と
称
す
る
研
究
会
を
年
４
回
実
施
し
て

い
ま
す
。
研
究
会
の
活
動
は
、
い
つ
の
間
に
か
７
年

間
に
及
ん
で
お
り
、
現
在
で
は
、
地
域
の
医
療
機
関

で
働
く
看
護
師
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
な
ど
が
世
話
人

と
な
り
、
自
分
た
ち
が
学
び
た
い
こ
と
を
自
ら
企
画

す
る
会
に
発
展
し
ま
し
た
。

　
全
国
で
地
域
医
療
連
携
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

必
ず
し
も
う
ま
く
い
く
場
合
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う

で
す
。
糖
尿
病
の
よ
う
な
慢
性
疾
患
の
ケ
ア
で
は
、

多
職
種
に
よ
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
が
欠
か
せ
な
い

の
で
、
多
く
の
職
種
が
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
る
よ
う
な

仕
組
み
を
つ
く
ら
な
い
と
う
ま
く
ま
わ
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
医
師
で
は
な
く
薬
剤
師
が
チ

ー
ム
の
ハ
ブ
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
と
し
て
活
動

す
れ
ば
、
組
織
が
フ
ラ
ッ
ト
に
な
り
や
す
く
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
推
進
し
て
い
る
事
業
に
よ
っ
て
、
岡
田
先
生
の

あ
と
に
つ
づ
く
薬
剤
師
が
生
ま
れ
る
と
期
待
し
た
い

で
す
ね
。

岡
田
　
ス
リ
ー
ス
タ
ー
フ
ァ
ー
マ
シ
ス
ト
に
認
定
さ

れ
た
方
々
が
、
「
自
分
た
ち
で
も
や
っ
て
み
た
い
」

と
全
国
各
地
に
地
域
医
療
連
携
の
グ
ル
ー
プ
を
立
ち

上
げ
て
い
る
よ
う
で
頼
も
し
い
限
り
で
す
。
薬
局
薬

剤
師
は
、
地
域
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
ハ
ブ
に
な
れ

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
か
ら
の
彼
ら
の
活
躍
が
楽
し
み
で
す
。

　
私
自
身
は
、
今
後
も
薬
剤
師
が
社
会
に
貢
献
で
き

る
こ
と
を
、
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
つ

も
り
で
す
。
そ
し
て
、
現
場
の
薬
剤
師
の
先
生
方
か

ら
、
役
立
つ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
研
究
も
つ
づ
け
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

自作したインスリン注射の大型模型「ホボラピッド」

PROFILE
おかだ・ひろし
1990年福岡教育大学小学校課程社会科専攻（社会学研究室）卒業後、福岡県
小中学校講師、学習塾講師。2004年岡田内科クリニック治験事務局長・CSII
外来担当。2005年長崎大学薬学部卒業後、保険薬局勤務。2008年京都医療
センター臨床研究センター予防医学研究室研究員。2012年京都大学大学院
理学研究科修士課程修了（理学修士）、株式会社コンパス・プロジェクト代
表取締役社長。京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野博
士後期課程（在籍中）。立命館大学薬学部、京都看護助産学校非常勤講師

予防医学研究室・スリースターファーマシスト研修ホームページ
http://www.yobouigaku-kyoto.jp/compass/pharmacist.html
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　在宅訪問をするうちに、他職種の仕事を目の当たりに

する機会が増えた。ヘルパーの方の仕事はなんとはなし

に想像できていたが、訪問入浴サービスや訪問歯科診療

などは百聞は一見に如かずで、目からうろこが落ちる体

験だった。

＊

　患者さんの自宅を訪れる歯科医は、虫歯を治すだけで

はない。訪問歯科診療の仕事は、私が思っていたよりも

かなり多岐にわたっていた。

　ベッドですごす時間が長い患者さんの口腔内ケアの重

要性は、社会的な認知が足りていないが、口腔環境の正

常化は絶食の患者さんであっても必須で、唾液を含む誤

嚥性肺炎の発症リスクを大きく下げられる。

　歯磨きは、日常生活の一部だ。その大切さが歯科医、

歯科衛生士によって在宅チームの中の介護看護スタッフ

や家族に伝授され、患者さんの日常生活の中に根づくこ

とで期待される成果が上がる。在宅チームの教育も彼ら

の仕事だ。

　また、嚥下機能の正しい判定によって、その人の残存

能力に合わせた正しい食形態を提案し、チームで実践す

るのは、QOLを高める観点でも欠かせない。逆に、そ

こをおろそかにすると、ある意味で医療ネグレクト、寿

命の短縮につながる怖さもある。摂食嚥下の機能の高度

さ、複雑さについても、市民の理解はまだまだ十分では

ない。絶食の方であっても、自分に合った義歯の装着が

必要──。こんなことが、ようやく少しずつ知られつつ

ある段階だ。

＊

　先日、最期まで口から食べる喜び、最期の言葉を伝え

られる口腔環境の実現に尽力していらっしゃる歯科医の

方に招かれ、薬局スタッフとともにおじゃました。当薬

局が、摂食嚥下トレーニングで使用するゼリーなどを取

り扱い始めるのにあたり、製品がどのように使用される

のかを知るためにお手伝いすることになったのだ。

　ほんの顔合わせの試食会の予定だったが、先生は我々

への説明のためにスライドを用意し患者さんの“物語”

を熱く語ってくださった。これから私たちが届けるお手

伝いをさせてもらう製品を、どんな患者さんが、どんな

気持ちで待っているのか。実際にベッドサイドに寄り添

い、時間をかけて「食べること」を支援している人から

お話をうかがい、窓口のやり取りだけでは得られない視

点があることを薬局スタッフに伝えていただいた。

「仕事は誰かの喜ぶ顔が最大のモチベーションになる。

そこを実感してもらうのが大切」──。お礼状への返信

に書かれていた先生の言葉にはっとした。窓口で完結す

る仕事に慣れてしまった薬局スタッフに足りない経験、

それは誰かに喜んでもらえるといった経験がないゆえに

生じる医療人としての自覚の薄さ、他職種と比較しての

情熱の低さ。

　心から喜ばれる経験を増やせば、薬局の業務はもっと

もっと面白くできる。与えられた仕事をこなすのではな

く、どうすれば喜んでもらえるのか、もう少し言葉を足

すと一時的に喜んでもらうだけでなく、どうすれば地域

住民の生活の役に立てるのかもわかってくる。そして、

患者さんを笑顔にさせている他職種が身近にいてくださ

れば、薬剤師はどのように患者さんと接すべきかに気づ

かせてもらえる。一医療職として成長できる。

　他職種連携万歳！

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第12回
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﹁
へ
き
地
医
療
が

改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
﹂
は

単
な
る
数
字
の
マ
ジ
ッ
ク

　
少
子
高
齢
化
や
、
地
方
を
中
心
と
し
た
人
口
減

少
が
進
む
中
、
へ
き
地
医
療
の
あ
り
方
が
問
わ
れ

る
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。
我
が
国
の
へ
き
地
を

対
象
と
し
た
医
療
政
策
の
歴
史
は
意
外
に
古
く
、

１
９
５
６
年
度
か
ら
11
次
に
わ
た
り
「
へ
き
地
・

離
島
の
保
健
医
療
対
策
に
か
か
る
計
画
」
に
も
と

づ
き
、
実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　「
平
成
26
年
度
無
医
地
区
等
調
査
・
無
歯
科
医

地
区
等
調
査
」
の
結
果
に
よ
る
と
、
２
０
１
４
年

10
月
末
の
無
医
地
区
は
６
３
５
地
区
で
、
２
０
０

９
年
に
行
わ
れ
た
前
回
調
査
の
７
０
５
地
区
よ
り

約
10
％
減
少
し
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
無
歯
科
医

地
区
は
８
５
８
地
区
と
な
っ
て
お
り
、
前
回
調
査

︵
９
３
０
地
区
︶
と
く
ら
べ
て
約
７
・
５
％
減
少

し
て
い
ま
す
。

　
一
見
、
へ
き
地
医
療
の
事
情
は
以
前
よ
り
改
善

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
こ
う
し

た
結
果
が
出
た
の
は
、
無
医
・
無
歯
科
医
地
区
の

条
件
で
あ
る
、
「
お
お
む
ね
半
径
４
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
区
域
内
に
人
口
50
人
以
上
」
の
基
準
す
ら
満

た
せ
な
く
な
る
ほ
ど
過
疎
化
が
進
ん
だ
地
区
が
増

え
た
か
ら
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
中
、
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
第
11
次

計
画
は
、
今
年
度
で
終
了
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
つ
づ
く
第
12
次
計
画
に

つ
い
て
検
討
を
行
い
、
先
ご
ろ
、
「
へ
き
地
保
健

医
療
対
策
検
討
会
報
告
書
」
を
と
り
ま
と
め
て
公

表
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

医
師
の
都
市
偏
在
を
進
め
る

専
門
医
制
度
の
あ
り
方
を
見
直
し

地
域
医
療
貢
献
も
評
価
対
象
に

　
今
、
超
高
齢
化
、
人
口
減
少
が
も
っ
と
も
進
行

し
て
い
る
の
は
、
地
方
の
山
間
部
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
地
区
は
、
県
境
を
ま
た
ぎ
、

複
数
の
県
に
わ
た
っ
て
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
へ
き
地
医
療
を
含

め
て
、
従
来
の
医
療
計
画
は
主
に
県
単
位
で
策
定

さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
効
率
的
な
医
療
を
提
供

で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
た
め
同
報
告
書
で
は
、
隣
接
す
る
県
の
行

政
や
医
師
な
ど
、
へ
き
地
医
療
関
係
者
が
一
堂
に

へ
き
地
に
チ
ー
ム
医
療
は
必
須

中
で
も
薬
剤
師
に
は

大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る

分間でわかる
医療行政

第15回
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集
ま
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
意
見
を
交
換
す
る
協

議
の
場
を
設
置
し
、
県
を
ま
た
い
だ
医
療
資
源
の

把
握
、
共
有
を
実
施
し
て
、
県
境
を
越
え
た
連
携

を
推
進
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
医
師
が
都
市
部
に
偏
在
す
る
理
由
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
専
門
医
制
度
の
仕
組
み
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
専
門
医
の
資
格
を
取
得
し
、
維
持

す
る
た
め
に
は
、
指
導
医
・
専
門
医
認
定
施
設
等

の
多
い
都
市
部
の
医
療
機
関
に
勤
め
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
す
。

　
そ
こ
で
同
報
告
書
で
は
、
新
た
な
専
門
医
の
取

得
制
度
と
し
て
、
こ
れ
以
上
、
医
師
の
都
市
部
集

中
が
進
ま
な
い
よ
う
、
へ
き
地
診
療
所
で
の
勤
務

な
ど
も
考
慮
し
た
か
た
ち
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定

や
、
へ
き
地
を
含
め
た
地
域
医
療
に
お
け
る
研
修

を
評
価
対
象
と
す
べ
き
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

専
門
医
の
取
得
が
優
先
さ
れ
て
地
域
の
ニ
ー
ズ
が

置
き
去
り
に
さ
れ
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
必
要

性
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

医
師
対
策
だ
け
で
は
限
界

多
職
種
が
包
括
的
に
連
携
し

効
率
的
な
医
療
を

　
同
報
告
書
は
、
医
師
に
加
え
て
多
職
種
に
つ
い

て
も
、
「
へ
き
地
医
療
こ
そ
チ
ー
ム
医
療
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
つ
け
て
ア
ピ
ー
ル
。
人
的

資
源
の
乏
し
い
へ
き
地
で
は
、
専
門
テ
ー
マ
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
が
連
携
す
る
の
は
困
難
な
た

め
、
今
あ
る
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
、
包
括
的

な
連
携
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
多
職
種
の
中
で
も
薬
剤
師
に
つ
い
て
は

具
体
例
が
明
示
さ
れ
ま
し
た
。
医
師
が
頻
繁
に
在

宅
診
療
を
で
き
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、
保
険
薬
局
の

薬
剤
師
が
適
切
な
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
行
う
な

ど
、
薬
物
療
法
の
安
全
確
保
と
質
の
向
上
の
た
め

現
在
以
上
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
だ
と
期

待
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
現
役
薬
剤
師
の
活
用
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
薬
剤
師
と
な
る
学
生
の
教
育
に
も
触
れ

て
お
り
、
学
生
の
段
階
か
ら
地
域
医
療
、
へ
き
地

医
療
の
重
要
性
を
知
っ
た
り
、
そ
う
し
た
医
療
に

や
り
甲
斐
を
見
出
せ
る
よ
う
な
教
育
が
提
案
さ
れ

て
い
ま
す
。

【資料】へき地医療拠点病院の状況（296施設）

（2014年１月１日現在。「平成25年度へき地医療現況調査の結果」資料を参考に作成）

１．規模別割合

100床未満 100〜200床 201〜300床 301〜400床 401床以上
割合 割合 割合 割合 割合

41施設 13.9% 85施設 28.7% 52施設 17.6% 42施設 14.2% 76施設 25.7%

２．巡回診療実施割合（ 延べ日数 ）

０日 １〜10日 11〜50日 51〜100日 101日以上
割合 割合 割合 割合 割合

201施設 67.9% 15施設 5.1% 49施設 16.6% 21施設 7.1% 10施設 3.4%

３．医師派遣実施割合（ 延べ日数 ）※同一組織間での医師派遣は除く

０日 １〜50日 51〜100日 101〜200日 201日以上
割合 割合 割合 割合 割合

198施設 66.9% 43施設 14.5% 15施設 5.1% 20施設 6.8% 20施設 6.8%

４．代診医派遣実施割合（ 延べ日数 ）※同一組織間での代診に派遣は除く

0日 １〜10日 11〜 50日 51〜 100日 101日以上
割合 割合 割合 割合 割合

187施設 63.2% 51施設 17.2% 39施設 13.2% 13施設 4.4% 6施設 2.0%

【 参考 】巡回診療、医師派遣、代診医派遣のいずれも行っていない施設数　67施設（22.6%）

５．へき地医療を経験できる初期臨床研修プログラムのある施設数　178施設（60.1%）

６．医学生のへき地医療実習等への関与のある施設数　166施設（56.1%）
　　例：へき地への巡回診療に同行し診察を見学。へき地医療実習等を実施など

７．ITによるへき地医療の診療支援を実施している施設数　70施設（23.6%）
　　例： システムを使用して管内医療機関の患者情報について共有、静止画像伝送によるレントゲン読影支援、診療所とを

結んだ遠隔診療の実施
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BOOK
『薬剤師になる人のための生命倫理と社会薬学』
著：田内義彦、長嶺幸子、松家次朗／発行：法律文化社

　本書は、改訂薬学教育モデル・
コアカリキュラム（A基本事項、B
薬学と社会）に即し、医療人とし
ての薬剤師業務を効果的かつ倫理
的に行う際に必要な知識を具体的
に解説しています。したがって、
本来は薬学生を対象とした本です
が、これから誕生する薬剤師がど
のような背景にもとづく教育を受
けてきたのかを知る点で、現役薬
剤師の皆さんにも有益でしょう。
　現在の薬学教育制度の誕生から

10年目を迎えた今年４月、コアカリキュラムが改訂されました。
今回の改訂では、「より高い資質・技能を有し、より幅広い教養
や倫理観を身につけた」臨床能力の高い薬剤師をめざした教育に
一段と重きが置かれた内容となっています。本書はこうした変化
を踏まえ、コアカリキュラムに含まれる項目を、具体的事例を挙
げつつ網羅。特に、新たに規定された「薬剤師に求められる倫理
観」については、説明に背景や歴史も加えてストーリー性を持た
せ、理解しやすいように工夫を凝らしています。

TECHNOLOGY
ソニーの電子お薬手帳サービスのエリアが拡大

　ソニー株式会社は、電子お薬手帳サービス「harmo（ハルモ）」
の試験サービスエリアを、今年６月から東京都世田谷区や文京区
の一部の保険薬局へ拡大しました。
　harmoは、保険薬局で調剤された薬歴などのデータを、非接触
ICカード技術「FeliCa（フェリカ）」を用いてクラウドサーバー
上で電子的に管理するサービスです。利用にあたっては、保険薬
局では専用のソフトウェアをインストールしたパソコンと端末を
用意。FeliCaカードを端末にかざすだけで薬歴の閲覧や記録がで
きます。一方、利用者はアプリケーションをインストールしたス
マートフォンから調剤情報を閲覧できるほか、服薬後の副作用、

アレルギーを記録できます。さらに、氏名や生年月日といった個
人情報を含まないかたちで薬歴などを蓄積できる特性を生かし、
たとえば、製薬会社に対して現場で得られた副作用情報をより早
く還元するような使用法も考えられています。
　harmoは、神奈川県川崎市での初導入後、滋賀県や兵庫県神戸
市、大阪府豊中市、神奈川県横浜市、埼玉県さいたま市で採用さ
れ、現在は250を超える保険薬局と約11,300名の利用者に使われ
ています。同社では、今後も利用エリアを拡大する方針です。

INFORMATION
ペン型リキッド製剤の個装箱を小型化

　ノボノルディスクファーマ株式会社は、ヒト成長ホルモン製剤
「ノルディトロピンフレックスプロ注５mg、10mg、15mg」の個
装箱を、従来製品より約19％小型化することに成功しました。
　同剤は、「持ちやすい」、「打ちやすい」、「準備が簡単」とい
った特徴から、2010年の発売以降、毎日注射を行う小児患者や家
族の負担を軽減し、よりシンプルな成長ホルモン治療を可能とし
てきました。一方で、常に冷蔵保存を必要とする成長ホルモン製
剤では、本体自体のコンパクトさだけでなく、個装箱の大きさも
問題になるとの声が医療現場からあがっていました。そこで同社
では、個装箱の小型化の実現性を検討。試作、生産性の確認、振
動や落下、圧縮に対する包装貨物評価試験、個装箱のデザインの
見直し、添付文書の折り方の変更を実施した結果、個装箱を限界
まで小さくして従来品より約19％の小型化を実現しました。
　個装箱の小型化により、処方本数が多い場合の自宅への持ち帰
りの負担が軽減され、箱ごと冷蔵庫で保管するスペースを減らせ
ます。また、保険薬局や医療機関においても、薬剤の保管スペー
スが削減できます。

TOPICS

変更前後の個装箱の比較
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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

［タ－ンアップ］

バックナンバーのご紹介
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聖路加国際大学大学院特任教授の宮坂勝之
先生から、病棟では当たり前に行われて

いる確実な投薬〜効果確認が、処方せん発行に
おいては、処方医の目の届かないところで行わ
れている。薬局薬剤師がこのパートを担えてい
るのか？というご指摘をいただいた。そして、
国立病院機構京都医療センター臨床研究センタ
ー予防医学研究室研究員の岡田浩先生からは、
効果確認はもちろん、患者の行動変容に薬局薬
剤師が関与し、治療効果を高めることなどに貢
献が十分可能であると伺えた。ひとりでも多く
の薬局薬剤師が、学び、実践していくことに期
待したい。� （H.T.）

機能性表示食品が世の中に出まわり始めま
す。パッケージには「医薬品を服用して

いる場合は医師、薬剤師に相談してください」
と印刷されるようです。薬剤師さんが活躍でき
るシーンがまたひとつ増えそうです。� （K.K.）

「MY�OPINION」のコーナーにご登場いただ
いた宮坂勝之先生から出た、「麻酔科医

は薬剤師と似ている」の話は、本当に新鮮でし
た。その理由にも「なるほど」と思いました。
チーム医療の実現が最重要事項と叫ばれていま
すが、医療界の動きは、やや遅いように感じら
れます。� （ほっ）

だんだん暑くなってきたので、新しく夏用
の肌着を購入したのですが、年々、高機

能化が進むのに驚いています。着ているときの
快適さはもちろんですが、洗濯後、10分もし
ないうちにほとんど乾いているので、梅雨時に
も助かります。� （フク）
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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
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大島 伸一

No.22 （2015年５月発行）
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乳原 善文
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三宅 謙作

No.20（2015年１月発行）
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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。

武田 宏

株式会社ファーマシィは、医薬分業の黎明期に保険薬局の先駆者として、常に薬剤師の可能性を模索し、
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」を使命に掲げ、薬局運営をしています。
薬剤師の本来の姿は、「かかりつけ薬剤師」になることです。かかりつけ薬剤師は、服用している処方薬
の一元管理はもちろん、OTC 医薬品やサプリメントを使ったセルフメディケーションのサポート、さらには、
在宅医療、介護にも携わり、その人の一生に寄り添って支援していく存在です。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。


