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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
国際医療福祉大学教授／昭和大学名誉教授

上島 国利
Voice─編集長対談─
一般社団法人医療健康資源開発研究所代表理事

小嶋 純

精
神
科
医
に
代
わ
り
、

患
者
の
伴
走
者
に
。

 

─
─ 

上
島 

国
利

N
o.24

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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05   

薬
剤
師
が
チ
ー
ム
医
療
の

一
員
と
し
て
機
能
す
れ
ば
、

ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
は
向
上
す
る
。

　
最
近
、
都
市
部
に
限
ら
ず
、
「
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
」、
「
心
療

内
科
」
を
施
設
名
称
に
入
れ
る
医
療
機
関
が
増
え
て
い
る
の
を
、
読

者
で
あ
る
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
も
肌
で
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
医
師
の
間
か
ら
は
、
駅
前
に
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
開
業

す
る
と
儲
か
る
と
い
う
話
さ
え
聞
こ
え
、
巷
で
は
「
う
つ
病
で
会
社

を
休
ん
で
い
る
人
が
い
て
─
─
」
と
い
っ
た
会
話
が
耳
に
入
っ
て
く

る
。
ひ
と
昔
前
、
精
神
疾
患
の
患
者
は
そ
れ
を
隠
そ
う
と
必
死
に
な

っ
て
い
た
が
、
今
や
同
疾
患
は
市
民
権
を
得
た
よ
う
だ
。

　
精
神
疾
患
の
治
療
法
は
薬
物
療
法
が
主
体
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

精
神
科
の
開
業
が
増
え
る
中
、
当
然
、
精
神
疾
患
に
関
す
る
処
方
薬

も
増
え
て
い
る
は
ず
だ
が
、
薬
局
薬
剤
師
の
知
識
は
追
い
つ
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
は
、
そ
ん
な
疑
問
を
持
っ
て
、
日
本
う
つ
病

学
会
を
立
ち
上
げ
た
功
労
者
、
臨
床
精
神
薬
理
の
権
威
と
し
て
知
ら

れ
る
国
際
医
療
福
祉
大
学
教
授
／
昭
和
大
学
名
誉
教
授
の
上
島
国
利

氏
の
も
と
を
訪
れ
た
。
同
氏
は
、
大
学
で
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の

教
育
を
担
い
つ
つ
、
週
に
２
回
は
患
者
の
診
療
に
あ
た
っ
て
い
る
現

役
の
臨
床
医
で
、
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
現
状
に
も
詳
し
い
。
ま

ず
は
、
処
方
さ
れ
る
薬
剤
に
関
し
て
問
う
た
。

「
精
神
科
の
名
称
で
す
と
、
ま
だ
若
干
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
通
院

し
づ
ら
い
か
ら
と
、
開
業
医
は
『
心
療
内
科
』
や
『
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク
』
と
い
う
看
板
を
出
す
。
そ
の
看
板
の
も
と
に
患
者
さ
ん
が

殺
到
し
、
１
日
に
60
〜
70
名
を
診
る
医
師
も
ざ
ら
の
よ
う
で
す
。
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MY
OPINION

分
が
落
ち
着
く
薬
」、
「
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
薬
」
を
簡
単
に
出
し
て
く

れ
る
の
は
「
良
い
先
生
」。
診
療
は
い
ら
な
い
か
ら
、
薬
だ
け
出
し

て
く
れ
れ
ば
か
ま
わ
な
い
と
い
っ
た
患
者
は
、
精
神
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
１
日
も
い
れ
ば
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
わ
か
る
。
患
者
も
変

わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

「
以
前
、
使
わ
れ
て
い
た
『
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』
は
、

今
は
『
ド
ラ
ッ
グ
・
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
』
と
言
わ
れ
ま
す
。
服
薬
指

示
順
守
な
ど
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
医
師
か
ら
患
者
さ
ん
へ
の
一
方
的

な
指
示
や
管
理
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
代
わ

っ
て
、
患
者
さ
ん
の
よ
り
主
体
的
な
治
療
参
加
、
つ
ま
り
薬
剤
や
服

薬
の
意
義
を
理
解
し
た
う
え
で
き
ち
ん
と
服
薬
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
用
語
と
し
て
、
現
在
で
は
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

　
多
剤
併
用
の
問
題
も
含
め
精
神
疾
患
治
療
に
お
け
る
薬
物
療
法
の

比
重
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
「
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
」
の
言
葉
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
必
然
。
患
者
自
身
が
病
気
を
知
り
、

受
け
入
れ
、
医
療
者
た
ち
と
と
も
に
、
双
方
が
納
得
し
て
選
択
さ
れ

た
薬
剤
を
服
用
す
る
。
こ
れ
が
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
基
本
だ
。

「
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医
師
と
患
者
さ
ん
、
そ
し
て
薬
剤
師

も
含
め
た
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
チ
ー
ム
と
し
て
機
能
す
れ
ば
、

ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
は
向
上
す
る
は
ず
な
の
で
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
医
師
だ
け
が
患
者
を
治
す
の
で
は
な
い
。
患
者
も
参
加
し
、
医
師

や
薬
剤
師
、
看
護
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
々
の
メ

デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
、
同
じ
ス
テ
ー
ジ
で
病
気
と
闘
う
。
上
島
氏

は
、
そ
う
し
た
チ
ー
ム
医
療
に
対
す
る
思
い
を
、
そ
れ
が
も
て
は
や

さ
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
。
２
０
０
６
年
に
日
本
う
つ

病
学
会
を
設
立
し
た
の
も
、
「
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
、

う
つ
病
に
対
す
る
よ
り
正
確
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
、
情
報

を
共
有
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
だ
っ
た
」
と
話
す
。

　
う
つ
病
に
限
ら
ず
精
神
疾
患
の
多
く
は
、
症
状
が
治
ま
っ
た
状
態

を
「
治
癒
」
で
は
な
く
「
寛
解
」
と
言
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
一
生

つ
き
合
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
病
だ
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
上
島

氏
は
、
患
者
に
と
っ
て
医
師
よ
り
も
身
近
で
、
接
す
る
機
会
も
多
い

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
期
待
す
る
。
特
に
、
薬
の
専
門
家
で

あ
る
薬
剤
師
の
果
た
す
役
割
は
重
大
だ
と
話
す
声
に
力
が
こ
も
る
。

「
薬
に
依
存
す
る
患
者
さ
ん
が
い
る
一
方
で
、
神
経
に
作
用
す
る
薬

に
対
し
常
に
不
安
を
抱
え
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
い
や
い
や
飲
む
、

あ
る
い
は
飲
み
た
が
ら
な
い
患
者
さ
ん
も
多
い
。
あ
る
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、
処
方
さ
れ
た
量
の
80
％
以
下
し
か
服
用
し
な
い
患
者
さ
ん
が

38
％
も
い
る
と
か
。
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
が
不
良
、
ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ

ン
ス
の
状
況
で
す
」

　
そ
こ
に
、
登
場
す
べ
き
が
薬
剤
師
。
ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
に
気

づ
く
の
も
、
改
善
の
た
め
の
話
を
す
る
機
会
が
多
い
の
も
、
薬
剤
師

な
の
だ
。

◆
　
◆
　
◆

　
上
島
氏
は
こ
こ
で
と
て
も
興
味
深
い
逸
話
を
披
露
し
て
く
れ
た
。

「
全
般
的
に
精
神
疾
患
の
患
者
さ
ん
は
、
薬
の
副
作
用
に
対
す
る
関

心
が
非
常
に
高
い
も
の
で
す
。

　
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
、
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｉ

系
の
新
し
い
抗
う
つ
薬
を
10
名
の
患
者
さ
ん
に
処
方
す
る
こ
と
に
な

り
、
よ
く
勉
強
し
て
い
る
真
面
目
な
薬
剤
師
が
丁
寧
に
薬
の
説
明
を

し
た
そ
う
で
す
。
半
分
の
５
名
に
は
、
と
て
も
良
い
薬
で
副
作
用
も

ほ
と
ん
ど
出
ま
せ
ん
と
伝
え
、
残
り
の
５
名
に
は
、
良
い
薬
だ
け
れ

ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
に
気
づ
く
の
も
、

改
善
の
助
け
を
で
き
る
の
も
実
は
薬
剤
師
。
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初
診
時
に
さ
え
、
じ
っ
く
り
患
者
さ
ん
の
話
を
聞
く
時
間
を
と
れ

な
い
医
師
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
い
て
い
は
不
眠
や
軽
い
う
つ

症
状
の
患
者
さ
ん
な
の
で
、
お
馴
染
み
の
薬
を
処
方
し
て
終
わ
り
。

確
か
に
そ
れ
だ
け
で
、
サ
ー
ッ
と
良
く
な
る
患
者
さ
ん
も
少
な
く
な

い
の
で
、
い
た
し
か
た
な
い
面
も
あ
る
の
は
確
か
で
す
」

　
患
者
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
、
精
神
療
法
と
薬
物
療
法
を
並
行
し

て
進
め
る
の
が
、
本
来
の
精
神
科
医
療
で
あ
る
。
し
か
し
、
薬
さ
え

出
し
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
と
考
え
る
患
者
と
、
薬
物
療
法
だ
け
で
患

者
を
さ
ば
い
た
ほ
う
が
、
利
益
率
が
高
い
と
考
え
る
医
師
と
の
両
者

の
利
害
関
係
の
マ
ッ
チ
に
よ
り
、
精
神
療
法
が
当
た
り
前
の
よ
う
に

カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。◆

　
◆
　
◆

「
た
だ
、
薬
物
療
法
し
か
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
意
味
の
な

い
多
剤
併
用
は
し
て
は
い
け
な
い
。
治
験
で
は
、
新
薬
と
プ
ラ
セ
ボ

あ
る
い
は
新
薬
と
標
準
薬
の
比
較
対
照
し
か
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
薬
剤

を
重
ね
た
と
き
の
効
果
や
副
作
用
に
つ
い
て
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な

い
と
言
っ
て
い
い
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
科
領
域
で
は
多
剤
併
用
大
量
処
方
が
横

行
し
て
き
ま
し
た
し
、
今
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
多
剤
併
用
は
、
絶

対
に
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　
２
０
１
４
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
抗
不
安
薬
と
睡
眠
薬

は
３
種
類
以
上
、
抗
う
つ
薬
と
抗
精
神
病
薬
は
４
種
類
以
上
を
同
時

に
処
方
す
る
「
向
精
神
薬
多
剤
投
与
」
に
対
し
て
、
厳
し
い
算
定
が

示
さ
れ
た
。
以
前
か
ら
問
題
視
し
て
い
た
上
島
氏
に
し
て
み
れ
ば
、

「
よ
う
や
く
」
の
感
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

「
当
然
の
こ
と
が
当
然
と
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
精
神
疾
患

に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
で
き
る
限
り
単
剤
を
最
少
量
か
ら
使
い
始
め

る
。
効
果
が
見
ら
れ
な
い
、
効
き
目
が
足
り
な
い
場
合
に
は
量
を
増

や
し
て
み
る
、
あ
る
い
は
他
の
薬
に
変
え
て
み
る
な
ど
工
夫
し
て
、

安
易
に
薬
剤
を
増
や
さ
な
い
姿
勢
が
医
師
に
は
必
要
な
の
で
す
」

　
多
剤
併
用
に
な
ん
の
疑
問
も
持
た
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
積
極

的
に
多
く
の
薬
剤
を
処
方
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
を
相
手
に
、
理

想
論
が
通
用
し
な
い
の
も
上
島
氏
は
承
知
し
て
い
る
。
「
大
学
病
院

の
先
生
の
言
う
“
キ
レ
イ
ゴ
ト
”」
と
一
蹴
さ
れ
た
こ
と
も
し
ば
し

ば
だ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
安
易
な
多
剤
大
量
投
与
は
す
べ
き
で
な
い
と
の

原
則
論
を
唱
え
つ
づ
け
、
こ
こ
に
き
て
よ
う
や
く
、
風
向
き
が
変
わ

っ
て
き
た
の
を
感
じ
始
め
て
い
る
と
言
う
。
精
神
疾
患
の
患
者
に
出

さ
れ
る
薬
の
種
類
は
、
５
種
類
、
６
種
類
は
ざ
ら
。
患
者
が
支
払
う

額
も
高
額
だ
が
、
医
療
保
険
財
政
の
負
担
増
大
に
も
影
響
を
与
え
て

い
る
。
厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
医
療
費
の
増
加
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
多
剤
併
用
に
関
す
る
抑
制

策
が
実
施
さ
れ
た
わ
け
だ
。

　
ま
た
、
精
神
疾
患
が
増
え
た
の
を
受
け
、
精
神
科
を
専
門
に
希
望

す
る
医
師
も
増
え
、
高
い
倫
理
観
を
持
っ
た
若
い
医
師
が
生
ま
れ
て

き
て
い
る
。

「
１
剤
か
、
せ
い
ぜ
い
２
剤
し
か
使
わ
な
い
、
き
れ
い
な
処
方
を
す

る
若
い
精
神
科
医
た
ち
が
、
ご
く
少
数
で
す
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

非
定
型
と
か
第
２
世
代
、
第
３
世
代
と
称
さ
れ
る
抗
精
神
病
薬
な
ど

を
う
ま
く
使
っ
て
、
な
お
か
つ
薬
だ
け
に
頼
ら
な
い
治
療
を
模
索
し

て
い
る
よ
う
で
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
安
易
に
薬
に
頼
る
傾
向
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
医
師
だ
け
に
見
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
患
者
の
側
の
責
任
も
大
き
い
。
「
飲
め
ば
気

多
剤
併
用
に
疑
問
を
持
た
な
い
ど
こ
ろ
か
、

積
極
的
に
多
く
の
薬
剤
を
処
方
。
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分
が
落
ち
着
く
薬
」、
「
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
薬
」
を
簡
単
に
出
し
て
く

れ
る
の
は
「
良
い
先
生
」。
診
療
は
い
ら
な
い
か
ら
、
薬
だ
け
出
し

て
く
れ
れ
ば
か
ま
わ
な
い
と
い
っ
た
患
者
は
、
精
神
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
１
日
も
い
れ
ば
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
わ
か
る
。
患
者
も
変

わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

「
以
前
、
使
わ
れ
て
い
た
『
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』
は
、

今
は
『
ド
ラ
ッ
グ
・
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
』
と
言
わ
れ
ま
す
。
服
薬
指

示
順
守
な
ど
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
医
師
か
ら
患
者
さ
ん
へ
の
一
方
的

な
指
示
や
管
理
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
代
わ

っ
て
、
患
者
さ
ん
の
よ
り
主
体
的
な
治
療
参
加
、
つ
ま
り
薬
剤
や
服

薬
の
意
義
を
理
解
し
た
う
え
で
き
ち
ん
と
服
薬
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
用
語
と
し
て
、
現
在
で
は
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

　
多
剤
併
用
の
問
題
も
含
め
精
神
疾
患
治
療
に
お
け
る
薬
物
療
法
の

比
重
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
「
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
」
の
言
葉
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
必
然
。
患
者
自
身
が
病
気
を
知
り
、

受
け
入
れ
、
医
療
者
た
ち
と
と
も
に
、
双
方
が
納
得
し
て
選
択
さ
れ

た
薬
剤
を
服
用
す
る
。
こ
れ
が
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
基
本
だ
。

「
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医
師
と
患
者
さ
ん
、
そ
し
て
薬
剤
師

も
含
め
た
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
チ
ー
ム
と
し
て
機
能
す
れ
ば
、

ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
は
向
上
す
る
は
ず
な
の
で
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
医
師
だ
け
が
患
者
を
治
す
の
で
は
な
い
。
患
者
も
参
加
し
、
医
師

や
薬
剤
師
、
看
護
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
々
の
メ

デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
、
同
じ
ス
テ
ー
ジ
で
病
気
と
闘
う
。
上
島
氏

は
、
そ
う
し
た
チ
ー
ム
医
療
に
対
す
る
思
い
を
、
そ
れ
が
も
て
は
や

さ
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
。
２
０
０
６
年
に
日
本
う
つ

病
学
会
を
設
立
し
た
の
も
、
「
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
、

う
つ
病
に
対
す
る
よ
り
正
確
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
、
情
報

を
共
有
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
だ
っ
た
」
と
話
す
。

　
う
つ
病
に
限
ら
ず
精
神
疾
患
の
多
く
は
、
症
状
が
治
ま
っ
た
状
態

を
「
治
癒
」
で
は
な
く
「
寛
解
」
と
言
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
一
生

つ
き
合
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
病
だ
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
上
島

氏
は
、
患
者
に
と
っ
て
医
師
よ
り
も
身
近
で
、
接
す
る
機
会
も
多
い

メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
期
待
す
る
。
特
に
、
薬
の
専
門
家
で

あ
る
薬
剤
師
の
果
た
す
役
割
は
重
大
だ
と
話
す
声
に
力
が
こ
も
る
。

「
薬
に
依
存
す
る
患
者
さ
ん
が
い
る
一
方
で
、
神
経
に
作
用
す
る
薬

に
対
し
常
に
不
安
を
抱
え
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
い
や
い
や
飲
む
、

あ
る
い
は
飲
み
た
が
ら
な
い
患
者
さ
ん
も
多
い
。
あ
る
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、
処
方
さ
れ
た
量
の
80
％
以
下
し
か
服
用
し
な
い
患
者
さ
ん
が

38
％
も
い
る
と
か
。
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
が
不
良
、
ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ

ン
ス
の
状
況
で
す
」

　
そ
こ
に
、
登
場
す
べ
き
が
薬
剤
師
。
ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
に
気

づ
く
の
も
、
改
善
の
た
め
の
話
を
す
る
機
会
が
多
い
の
も
、
薬
剤
師

な
の
だ
。

◆
　
◆
　
◆

　
上
島
氏
は
こ
こ
で
と
て
も
興
味
深
い
逸
話
を
披
露
し
て
く
れ
た
。

「
全
般
的
に
精
神
疾
患
の
患
者
さ
ん
は
、
薬
の
副
作
用
に
対
す
る
関

心
が
非
常
に
高
い
も
の
で
す
。

　
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
、
Ｓ
Ｓ
Ｒ
Ｉ

系
の
新
し
い
抗
う
つ
薬
を
10
名
の
患
者
さ
ん
に
処
方
す
る
こ
と
に
な

り
、
よ
く
勉
強
し
て
い
る
真
面
目
な
薬
剤
師
が
丁
寧
に
薬
の
説
明
を

し
た
そ
う
で
す
。
半
分
の
５
名
に
は
、
と
て
も
良
い
薬
で
副
作
用
も

ほ
と
ん
ど
出
ま
せ
ん
と
伝
え
、
残
り
の
５
名
に
は
、
良
い
薬
だ
け
れ

ノ
ン
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
に
気
づ
く
の
も
、

改
善
の
助
け
を
で
き
る
の
も
実
は
薬
剤
師
。
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ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
向
上
に
対
し
て
、
薬
剤
師
の
寄
与
す
る
パ
ー

ト
は
大
き
い
。

「
病
院
薬
剤
師
の
場
合
、
一
部
の
施
設
で
は
医
師
と
薬
剤
師
な
ど
メ

デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
れ
に
比
し
て
薬
局
薬
剤
師
は
チ
ー
ム
医
療
の
感
覚
を
持
ち
に

く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
も
今
後
、
精
神
科
領
域
で
も
、
た
と
え
ば
包
括
型
地
域
生

活
支
援
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
の
よ
う
な
地
域
医
療
の
思
想
が
広
が
っ
て
い
く

と
し
た
ら
、
薬
局
薬
剤
師
も
ま
さ
に
チ
ー
ム
の
一
員
と
実
感
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」◆

　
◆
　
◆

　
患
者
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
薬
局
薬
剤
師
に
求

め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
。

「
ま
ず
は
専
門
職
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
、
知
識
や
情
報

に
対
す
る
貪
欲
さ
が
必
要
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
勉
強
し
て
く
だ
さ

い
。
『
薬
に
つ
い
て
な
ら
、
医
師
よ
り
も
自
分
に
聞
い
て
く
れ
』
と

言
え
る
く
ら
い
の
豊
富
な
知
識
と
気
概
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

　
日
々
、
更
新
さ
れ
て
い
く
膨
大
な
種
類
の
薬
剤
の
情
報
に
つ
い
て

最
新
の
知
見
を
得
る
た
め
の
努
力
。
勉
強
会
な
ど
に
も
参
加
し
、
薬

剤
師
同
士
あ
る
い
は
医
師
や
他
の
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
た
ち
と
交

流
す
る
積
極
性
。
そ
し
て
一
方
で
、
豊
か
な
教
養
を
持
っ
た
常
識
人

で
あ
れ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
患
者
さ
ん
は
、
高
齢
者
か
ら
若
い
人
ま
で
、
職
業
や
社
会
的
な
立

場
も
千
差
万
別
で
す
。
ど
ん
な
患
者
さ
ん
に
も
対
応
で
き
る
、
つ
ま

り
は
、
安
心
し
て
話
を
し
て
も
い
い
の
だ
と
認
識
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
で
き
る
だ
け
の
柔
軟
性
と
教
養
や
時
事
情
報
を
備
え
て
い
て
ほ

し
い
で
す
ね
」

　
患
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
で
頼
り
に
さ
れ
る
存
在
。
上
島

氏
の
描
く
薬
局
薬
剤
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
決
し
て
手
の
届
か
な
い
理

想
像
で
は
な
い
。

「
現
に
、
私
の
知
る
限
り
の
薬
局
に
は
、
そ
う
い
う
薬
剤
師
の
方
々

が
大
勢
い
ま
す
よ
。
ど
の
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
丁
寧
に
、
と
て
も

厳
密
に
薬
剤
の
説
明
を
し
て
、
患
者
さ
ん
の
話
に
も
熱
心
に
耳
を
傾

け
て
い
る
。
一
人
ひ
と
り
の
調
剤
に
け
っ
こ
う
な
時
間
が
か
か
っ
て

い
ま
す
が
、
た
と
え
待
た
さ
れ
て
も
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
応
対

で
す
」

　
た
と
え
ば
、
日
本
人
が
16
名
い
れ
ば
１
名
は
う
つ
病
を
経
験
し
て

い
る
と
の
デ
ー
タ
も
あ
る
。
ス
ト
レ
ス
社
会
を
背
景
に
、
う
つ
病
以

外
で
も
精
神
疾
患
は
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
治
療
の
選
択
肢
と
し
て
は

薬
物
療
法
が
非
常
に
大
き
な
比
率
を
占
め
る
の
は
、
当
分
変
わ
り
そ

う
に
な
い
。
そ
う
し
た
社
会
で
、
う
つ
病
と
臨
床
精
神
薬
理
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
と
し
て
、
多
く
の
患
者
に
希
望
の
道
を
拓
い
て
き
た
上
島

氏
か
ら
の
期
待
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
り
、
患
者
に
伴
走
す
る
薬
剤
師

が
増
え
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

PROFILE
かみじま・くにとし
1965年 慶應義塾大学医学部卒業
1976年 杏林大学医学部講師（ 精神神経科 ）
1977年 杏林大学医学部助教授（ 精神神経科 ）
1989年 杏林大学医学部教授（ 精神神経科 ）
1990年 昭和大学医学部教授（ 精神科 ）
2006年 国際医療福祉大学教授

上
島
氏
の
描
く
薬
局
薬
剤
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

決
し
て
手
の
届
か
な
い
理
想
像
で
は
な
い
。
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ど
１
週
間
以
内
に
吐
き
気
な
ど
消
化
器
系
の
副
作
用
が
出
る
場
合
も

あ
る
と
説
明
を
し
た
。
す
る
と
、
前
者
の
５
名
に
は
副
作
用
は
ま
っ

た
く
な
く
、
あ
と
の
５
名
に
は
見
事
に
吐
き
気
の
副
作
用
が
出
た
と

い
う
の
で
す
」

　
治
験
に
お
い
て
も
似
た
よ
う
な
事
例
は
あ
る
そ
う
だ
。
新
薬
と
プ

ラ
セ
ボ
の
比
較
対
照
試
験
で
、
優
し
く
親
切
な
治
験
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー（
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
が
説
明
を
す
る
と
薬
効
な
ど
皆
無
の
は
ず
の
プ
ラ

セ
ボ
が
効
い
て
し
ま
う
た
め
、
治
験
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
と
か
。

「
薬
の
効
果
に
も
副
作
用
に
も
、
心
理
的
な
影
響
が
い
か
に
大
き
い

か
を
示
す
好
例
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
は
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
と
自
覚
し
て
ほ
し
い
。
病
気
に
つ
い
て
、
薬
剤
に

つ
い
て
の
豊
富
な
知
識
・
情
報
と
、
人
間
的
な
優
し
さ
を
持
っ
て
患

者
さ
ん
と
向
き
合
う
の
は
当
然
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い

の
で
す
」

　
必
要
と
さ
れ
る
の
は
柔
軟
性
や
バ
ラ
ン
ス
感
覚
。
ど
の
患
者
さ
ん

に
対
し
て
も
同
様
に
、
ひ
た
す
ら
生
真
面
目
に
副
作
用
の
１
か
ら
10

ま
で
を
伝
え
る
の
は
、
決
し
て
正
解
で
は
な
い
。
相
手
を
き
ち
ん
と

見
て
、
「
よ
く
あ
る
副
作
用
は
コ
レ
コ
レ
だ
け
れ
ど
、
も
し
副
作
用

が
出
た
ら
こ
の
連
絡
先
に
知
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
大
丈
夫
、
心
配
い
り

ま
せ
ん
よ
」
な
ど
、
一
人
ひ
と
り
に
即
し
た
伝
わ
り
や
す
い
表
現
を

工
夫
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
ま
ず
は
、
患
者
さ
ん
の
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
か
ら
―
―
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
会
話
を
し
た
い
患
者
さ
ん
は
多
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
患
者
さ
ん
へ
の
説
明
の
仕
方
の
ヒ
ン
ト
が
つ
か
め
る
で
し

ょ
う
」

　
医
師
た
ち
は
た
と
え
気
持
ち
は
あ
っ
て
も
、
ゆ
っ
く
り
患
者
の
話

を
聞
く
余
裕
が
な
い
。
診
断
と
治
療
の
選
択
に
ま
ず
専
念
す
る
か
ら

で
あ
る
。

◆
　
◆
　
◆

「
病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
出
て
隣
の
薬
局
で
薬
剤
師
を
相
手
に
話
し

込
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
た
ち
を
、
私
自
身
よ
く
見
か
け
ま
す
。
も
し

か
す
る
と
、
病
気
と
は
直
接
関
係
の
な
い
嫁
の
悪
口
か
な
ん
か
の
お

し
ゃ
べ
り
か
も
し
れ
な
い
（
笑
）。
だ
と
し
て
も
、
薬
剤
師
の
皆
さ

ん
な
ら
、
そ
う
し
た
会
話
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
患
者
情
報
を
汲
み
取
っ

て
く
れ
て
い
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
家
族
構
成
や
生
活
習
慣
、
趣
味
や
嗜
好
、
悩
み
や
関
心
事
等
々
。

さ
ら
に
「
お
薬
手
帳
」
な
ど
の
情
報
か
ら
既
往
歴
や
、
精
神
科
以
外

で
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
剤
に
つ
い
て
知
る
術
を
持
っ
て
い
る
。
複
数

の
薬
剤
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
は
、
各
科
の
専
門
医
よ
り
も
む
し
ろ

薬
剤
師
の
ほ
う
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
だ
。
患
者
の
信
頼
を
得
る

に
足
る
ア
ド
バ
イ
ス
も
で
き
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

病
院
に
い
な
く
て
も
、チ
ー
ム
医
療
に

参
加
し
て
い
る
と
実
感
で
き
る
時
代
が
目
前
。

生
真
面
目
に
副
作
用
の
す
べ
て
を
説
明
す
る
の
は
ダ
メ
。

必
要
と
さ
れ
る
の
は
柔
軟
性
や
バ
ラ
ン
ス
感
覚
。
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MY
OPINION

　
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
向
上
に
対
し
て
、
薬
剤
師
の
寄
与
す
る
パ
ー

ト
は
大
き
い
。

「
病
院
薬
剤
師
の
場
合
、
一
部
の
施
設
で
は
医
師
と
薬
剤
師
な
ど
メ

デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
れ
に
比
し
て
薬
局
薬
剤
師
は
チ
ー
ム
医
療
の
感
覚
を
持
ち
に

く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
も
今
後
、
精
神
科
領
域
で
も
、
た
と
え
ば
包
括
型
地
域
生

活
支
援
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
の
よ
う
な
地
域
医
療
の
思
想
が
広
が
っ
て
い
く

と
し
た
ら
、
薬
局
薬
剤
師
も
ま
さ
に
チ
ー
ム
の
一
員
と
実
感
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」◆

　
◆
　
◆

　
患
者
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
薬
局
薬
剤
師
に
求

め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
。

「
ま
ず
は
専
門
職
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
、
知
識
や
情
報

に
対
す
る
貪
欲
さ
が
必
要
で
し
ょ
う
。
と
に
か
く
勉
強
し
て
く
だ
さ

い
。
『
薬
に
つ
い
て
な
ら
、
医
師
よ
り
も
自
分
に
聞
い
て
く
れ
』
と

言
え
る
く
ら
い
の
豊
富
な
知
識
と
気
概
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

　
日
々
、
更
新
さ
れ
て
い
く
膨
大
な
種
類
の
薬
剤
の
情
報
に
つ
い
て

最
新
の
知
見
を
得
る
た
め
の
努
力
。
勉
強
会
な
ど
に
も
参
加
し
、
薬

剤
師
同
士
あ
る
い
は
医
師
や
他
の
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
た
ち
と
交

流
す
る
積
極
性
。
そ
し
て
一
方
で
、
豊
か
な
教
養
を
持
っ
た
常
識
人

で
あ
れ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
患
者
さ
ん
は
、
高
齢
者
か
ら
若
い
人
ま
で
、
職
業
や
社
会
的
な
立

場
も
千
差
万
別
で
す
。
ど
ん
な
患
者
さ
ん
に
も
対
応
で
き
る
、
つ
ま

り
は
、
安
心
し
て
話
を
し
て
も
い
い
の
だ
と
認
識
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
で
き
る
だ
け
の
柔
軟
性
と
教
養
や
時
事
情
報
を
備
え
て
い
て
ほ

し
い
で
す
ね
」

　
患
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
で
頼
り
に
さ
れ
る
存
在
。
上
島

氏
の
描
く
薬
局
薬
剤
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
決
し
て
手
の
届
か
な
い
理

想
像
で
は
な
い
。

「
現
に
、
私
の
知
る
限
り
の
薬
局
に
は
、
そ
う
い
う
薬
剤
師
の
方
々

が
大
勢
い
ま
す
よ
。
ど
の
患
者
さ
ん
に
対
し
て
も
丁
寧
に
、
と
て
も

厳
密
に
薬
剤
の
説
明
を
し
て
、
患
者
さ
ん
の
話
に
も
熱
心
に
耳
を
傾

け
て
い
る
。
一
人
ひ
と
り
の
調
剤
に
け
っ
こ
う
な
時
間
が
か
か
っ
て

い
ま
す
が
、
た
と
え
待
た
さ
れ
て
も
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
応
対

で
す
」

　
た
と
え
ば
、
日
本
人
が
16
名
い
れ
ば
１
名
は
う
つ
病
を
経
験
し
て

い
る
と
の
デ
ー
タ
も
あ
る
。
ス
ト
レ
ス
社
会
を
背
景
に
、
う
つ
病
以

外
で
も
精
神
疾
患
は
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
治
療
の
選
択
肢
と
し
て
は

薬
物
療
法
が
非
常
に
大
き
な
比
率
を
占
め
る
の
は
、
当
分
変
わ
り
そ

う
に
な
い
。
そ
う
し
た
社
会
で
、
う
つ
病
と
臨
床
精
神
薬
理
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
と
し
て
、
多
く
の
患
者
に
希
望
の
道
を
拓
い
て
き
た
上
島

氏
か
ら
の
期
待
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
り
、
患
者
に
伴
走
す
る
薬
剤
師

が
増
え
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

PROFILE
かみじま・くにとし
1965年 慶應義塾大学医学部卒業
1976年 杏林大学医学部講師（ 精神神経科 ）
1977年 杏林大学医学部助教授（ 精神神経科 ）
1989年 杏林大学医学部教授（ 精神神経科 ）
1990年 昭和大学医学部教授（ 精神科 ）
2006年 国際医療福祉大学教授

上
島
氏
の
描
く
薬
局
薬
剤
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

決
し
て
手
の
届
か
な
い
理
想
像
で
は
な
い
。
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一般社団法人医療健康資源開発研究所代表理事

小嶋 純

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

小嶋純氏は、製薬企業での新薬開発や小児病院での臨床研究に従事した後、

一般社団法人医療健康資源開発研究所を設立。

新たな医薬品や医療機器の当局への承認申請にかかるコンサルティング、

臨床試験のサポートなど、医療関係の研究開発における幅広い業務を手がけている。

中でもライフワークとなっているのが、世界でも専門家がほとんどいない小児製剤の研究だ。

小嶋氏は、「同分野の研究の遅れが、臨床現場にずさんな調剤をもたらしている」と

警鐘を鳴らすと同時に、子どもが飲みやすい味や剤形を追い求めている。

専門家不在の小児製剤で
「味」と「剤形」を追求し
飲みやすい薬剤をめざす

   10

　今回の取材は、上島国利氏が非
常勤で外来を受け持つクリニック
をお借りして行われた。場所は、
東京・世田谷区の東急田園都市線
・大井町線の二子玉川駅のすぐそ
ば。現地に向かおうと同駅で下車
し、改札口を出ると目を疑ってし
まった。最近は、駅近の大きな再
開発がここかしこで展開されてい
るが、同駅も同様、駅東口に「二
子玉川ライズ」と称する“街”が
新たに誕生していたのだ。

●
　「ニコタマ」の愛称で親しまれ
る二子玉川駅周辺は、すぐそばを
流れる多摩川を挟んで神奈川県と
接する、言わば“都のはずれ”と
も言える立地。にもかかわらず、
東京都内でも屈指のおしゃれな街
とされてきた。大きな理由のひと
つに、1969年、駅西口にオープン
した「玉川高島屋S・C」の存在
が挙げられる。百貨店は都市の中
心部に店をかまえるのが常だった

時代に郊外へ進出した同店は、日
本初の郊外型ショッピングセンタ
ーとして成功を収め、二子玉川の
名を広く知らしめた。
　一方、駅東口の様相は異なる。
1985年までは遊園地の「二子玉川
園」があったものの、閉園後はア
ミューズメント施設や住宅展示場
などが開設と撤退を繰り返し、次
第に活気が失われていった。
　そうした状況を打開しようと、
2007年、総事業費1,500億円をかけ
た大型再開発事業が着工する。そ
して、2010年から2015年にかけて
順次完成したのが、二子玉川ライ
ズである。

●
　この再開発地区の敷地面積は約
11.2ha。数字で表してもピンとこ
ないが、実際に街の中を歩くと、
その広大さに驚く。駅に直結する
ショッピングセンターに挟まれた
アトリウムを抜けるとバスターミ
ナルがあり、その先には遊歩道沿

いに、個性的なアパレルショップ
やインテリア雑貨店、レストラン
などが立ち並んでいるが、多くが
今、話題の店であるようだ。
　郊外型の再開発として珍しいの
が、商業施設やマンションだけで
はなく、オフィス棟も建設した点
だろう。広いオフィスと良好な環
境を求めた大手IT企業が全フロ
アを丸ごと賃借し、わざわざ都心
から本社を移転してきたことでも
話題となっている。

●
　再開発地区の東端には、世田谷
区立二子玉川公園が整備され、回
遊式日本庭園やカフェもある。話
題の店をひとめぐりしたあとは、
多摩川の河川敷を眺めながら、歩
き疲れた足を休ませてもいいかも
しれない。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材で出会った

場所やものをご紹介します。

二子玉川ライズ
（東京都世田谷区）

DATA
二子玉川ライズ
所在地：東京都世田谷区玉川

オフィス棟は30階建て。最上部３階部分がホテル
となっている

二子玉川公園の敷地には、以前は自動車運転教
習所などがあったという

商業施設の屋上にはビオトープが備えられ、憩
いの場となっている

二子玉川駅の改札口と直結するショッピングセン
ターと広いアトリウム
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小
嶋
　
臨
床
現
場
を
目
の
当
た
り
に
す
る
よ
う
に
な

り
、
製
薬
企
業
時
代
に
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
方
法

で
薬
剤
が
使
わ
れ
て
い
る
と
知
っ
て
、
た
い
へ
ん
な

衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
ひ
と
つ
が
薬
剤
の
粉
砕
で
す
。
先
ほ
ど
申
し

上
げ
た
と
お
り
小
児
医
療
で
は
成
人
用
薬
剤
の
適
応

外
使
用
が
多
く
、
薬
剤
部
で
は
用
量
の
調
節
の
た
め

に
錠
剤
の
粉
砕
が
ご
く
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
製
薬
企
業
で
は
そ
の
よ
う
な
使
用
法
を
想
定

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
新
薬
開
発
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
錠
剤
の
成
分
を

使
用
期
限
の
３
年
間
、
安
定
し
て
保
つ
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
か
」
と
考
え
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

こ
ら
し
て
い
た
の
で
す
が
、
臨
床
現
場
で
は
そ
ん
な

こ
と
は
お
か
ま
い
な
し
に
、
し
か
も
、
大
勢
の
患
者

さ
ん
が
来
て
も
対
応
し
や
す
い
よ
う
、
一
度
に
数
十

も
の
錠
剤
を
粉
砕
し
、
予
製
剤
を
つ
く
り
置
き
し
て

い
た
の
で
す
。

│
│
予
製
は
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
の
よ
う

な
問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

小
嶋
　
た
と
え
ば
、
抗
凝
固
剤
の
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
の

成
分
は
光
に
あ
て
る
と
分
解
さ
れ
る
た
め
、
本
来
は

粉
砕
を
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
市
販
さ
れ
て
い
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
見
る

と
、
あ
る
後
発
品
に
つ
い
て
は
、
「
粉
砕
し
、
１
週

間
置
い
て
も
問
題
な
い
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
多
く

の
現
場
の
薬
剤
師
も
そ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
る

よ
う
で
し
た
。

　
私
は
、
す
ぐ
に
確
か
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
数

種
類
の
ワ
ル
フ
ァ
リ
ン
の
錠
剤
を
粉
砕
し
て
変
化
の

様
子
を
調
べ
る
実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
問
題
な

し
」
と
さ
れ
て
い
た
後
発
品
が
も
っ
と
も
劣
化
し
て

い
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。

│
│
明
確
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

小
嶋
　
そ
の
よ
う
で
す
ね
。
こ
の
種
の
話
は
ほ
か
に

も
あ
り
ま
す
。

　
乳
鉢
で
錠
剤
を
粉
砕
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
粉
末

が
鉢
の
中
に
く
っ
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

薬
剤
師
は
普
通
、
粉
砕
前
の
用
量
の
み
を
計
測
し
、

実
際
に
患
者
さ
ん
に
飲
ま
せ
る
粉
砕
後
の
重
さ
は
量

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
粉
砕
の
前
後
で
量
の
違
い
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
最

悪
の
場
合
で
実
に
３
割
が
鉢
に
残
っ
て
し
ま
う
と
判

明
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
１
０
０
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
調

製
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
実
際
に
患
者
さ
ん
が

服
用
す
る
の
は
70
ミ
リ
グ
ラ
ム
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
粉
末
を
分
包
機
で
分
包
す
る
と
、
個
々

の
分
包
で
量
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
実
験
で
確
か
め

ら
れ
ま
し
た
（【
資
料
】）。
こ
れ
で
は
思
っ
た
よ
う

な
効
能
が
得
ら
れ
ず
、
本
来
は
効
く
薬
剤
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
の
に
、
処
方
を
見
直
し
、
別
の
薬
剤
が

処
方
さ
れ
る
事
態
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

│
│
小
児
の
調
剤
に
は
、
改
善
の
余
地
が
非
常
に
大

き
い
で
す
ね
。

「
子
ど
も
の
好
き
な
味
」
を

追
求
す
る
の
は
困
難

医
師
の
意
見
が
と
お
り
が
ち

│
│
子
ど
も
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
飲
み
や
す
い
の

は
、
ど
の
よ
う
な
薬
な
の
で
し
ょ
う
か
。

小
嶋
　
小
児
製
剤
の
研
究
を
し
て
い
る
と
、
「
小
児

薬
に
は
、
ど
ん
な
剤
形
や
味
が
い
い
の
か
」
と
頻
繁

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

すべての分包が目標の1.3gに届かず、さらに重量にもばらつきが認められた

【資料】分包機を用いて１包当たり1.3gになるよう10包を分包したときの実際の１包当たりの質量
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「
小
児
は
儲
か
ら
な
い
」
が
定
説

ゆ
え
に
小
児
製
剤
の
専
門
家
は

世
界
で
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い

│
│
小
嶋
先
生
は
、
小
児
製
剤
の
研
究
を
専
門
に
さ

れ
て
い
る
と
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。
数
多
く
の
論

文
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
嶋
　
講
演
で
招
か
れ
た
際
な
ど
に
、
し
ば
し
ば
そ

の
よ
う
に
ご
紹
介
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
実
は
専
門

と
い
う
点
で
言
え
ば
違
い
ま
す
。

　
か
つ
て
、
製
薬
企
業
の
研
究
所
で
新
薬
開
発
に
た

ず
さ
わ
っ
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
知

識
を
直
接
、
小
児
製
剤
に
生
か
せ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
私
の
本
来
の
専
門
分
野
は
、
中
枢
神
経
の
薬
理
学

で
す
。

│
│
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
児
製
剤
の
専
門
家
と
認

識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

小
嶋
　
私
の
立
場
は
、
「
素
人
が
ア
マ
ゾ
ン
に
行
っ

て
、
手
近
な
植
物
を
つ
か
ん
だ
ら
新
種
を
発
見
し
て

し
ま
っ
た
」
よ
う
な
も
の
。
つ
ま
り
、
世
界
中
で
誰

も
小
児
製
剤
の
研
究
を
し
て
お
ら
ず
、
専
門
家
が
存

在
し
な
か
っ
た
の
で
、
門
外
漢
の
私
が
少
し
立
ち
入

っ
た
だ
け
で
、
専
門
家
と
言
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
わ

け
で
す
。

　
製
剤
の
し
っ
か
り
し
た
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
の

で
、
小
児
製
剤
の
専
門
家
と
呼
ば
れ
る
た
び
に
“
本

物
の
”
製
剤
の
専
門
家
の
方
々
に
対
し
申
し
訳
な
い

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
が
小
児
製
剤

を
手
が
け
な
い
の
で
、
い
た
し
方
な
い
面
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

│
│
「
小
児
は
儲
か
ら
な
い
」
が
定
説
で
す
か
ら
、

製
薬
企
業
も
手
を
出
さ
な
い
。

小
嶋
　
需
要
が
少
な
い
た
め
、
製
薬
企
業
の
関
心
が

薄
く
、
研
究
者
の
目
も
向
か
な
い
。
結
果
、
日
本
だ

け
で
な
く
ア
メ
リ
カ
で
も
、
小
児
の
治
療
で
使
わ
れ

る
薬
剤
の
う
ち
約
７
割
が
小
児
用
薬
剤
で
は
な
く
、

成
人
向
け
薬
剤
を
適
応
外
処
方
さ
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。

│
│
誰
も
手
を
出
し
た
が
ら
な
い
小
児
製
剤
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
？

小
嶋
　
２
歳
だ
っ
た
娘
が
病
と
な
り
、
入
院
し
た
の

が
き
っ
か
け
で
し
た
。
当
時
、
私
は
製
薬
企
業
で
新

薬
開
発
に
従
事
し
て
お
り
、
退
社
後
に
は
毎
日
の
よ

う
に
見
舞
い
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
私
が

製
薬
企
業
に
勤
め
て
い
る
と
知
っ
た
看
護
師
の
方
か

ら
、
「
娘
さ
ん
の
お
世
話
は
私
た
ち
に
任
せ
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
代
わ
り
、
小
児
の
薬
剤
で
困
っ
て
い
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
な
ん
と
か
解
決
し
て

く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

　
そ
の
こ
ろ
、
私
が
研
究
し
て
い
た
の
は
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
病
治
療
薬
で
、
小
児
薬
剤
と
は
対
照
的
な
分

野
で
し
た
が
、
そ
の
一
言
で
小
児
薬
剤
に
目
を
向
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

乳
鉢
で
粉
砕
す
る
と

薬
剤
の
３
割
が
失
わ
れ

適
量
が
服
用
で
き
な
い

│
│
２
０
０
９
年
に
製
薬
企
業
を
退
職
し
、
小
児
専

門
医
療
機
関
に
入
職
。
活
動
の
場
を
研
究
か
ら
臨
床

へ
移
し
て
、
本
格
的
に
小
児
薬
剤
に
か
か
わ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

小嶋氏が編集を担当した『本当は子どもに “使えない”薬の話』（発行：医歯薬出版）
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て
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と
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へ
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た
。
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の
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が
薬
剤
の
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で
す
。
先
ほ
ど
申
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上
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と
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で
は
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用
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剤
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適
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使
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が
多
く
、
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は
用
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調
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に
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の
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が
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ま
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が
、
製
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企
業
で
は
そ
の
よ
う
な
使
用
法
を
想
定

し
て
い
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せ
ん
で
し
た
。

　
新
薬
開
発
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
錠
剤
の
成
分
を

使
用
期
限
の
３
年
間
、
安
定
し
て
保
つ
に
は
ど
う
す

れ
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い
か
」
と
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な
が
ら
さ
ま
ざ
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し
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数
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も
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た
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で
す
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は
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ど
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よ
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な
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後
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は
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す
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。
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│
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メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
共
同
で
小
児
薬
剤

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
の
動
き
が
出
て
い
る
の
で

す
が
、
日
本
の
賛
同
者
は
一
部
の
研
究
者
に
限
ら
れ

て
い
ま
す
。

│
│
現
場
の
薬
剤
師
が
改
善
に
乗
り
出
す
例
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

小
嶋
　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
薬
剤
師
を
交
え
た
活
動
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
国
で
は
、
日
本
と
違
っ
て
溶
剤
が
普
及
し
て
い

ま
す
が
、
ど
の
薬
剤
を
ど
の
溶
液
に
入
れ
る
と
、
ど

の
程
度
安
定
す
る
か
と
い
っ
た
結
果
を
薬
剤
師
た
ち

が
１
冊
の
本
に
ま
と
め
、
た
い
へ
ん
重
宝
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

│
│
そ
う
し
た
改
善
へ
の
意
識
が
、
日
本
の
薬
剤
師

に
は
な
い
？

小
嶋
　
残
念
な
が
ら
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

臨
床
現
場
に
出
る
機
会
の
少
な
さ
が
、
小
児
の
薬
剤

に
関
す
る
問
題
を
気
づ
き
に
く
く
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
以
前
、
私
は
乳
幼
児
の
服
薬
を
介
助
す
る
た
め
の

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。
子

ど
も
が
薬
を
飲
み
た
が
ら
ず
に
困
っ
て
い
る
親
御
さ

ん
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば
良
い
か
、
情
報

を
提
供
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
出
版
社
側
は
、
「
現
場
の
薬
剤
師
に
尋
ね
れ
ば
、

す
ぐ
に
良
い
例
が
集
ま
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た

の
で
す
が
、
私
は
看
護
師
の
ほ
う
に
聞
か
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
と
言
い
、
結
局
、
両
方
に
リ
サ
ー
チ
を

行
い
ま
し
た
。

│
│
ど
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
の
で
し
ょ
う
。

小
嶋
　
私
の
仮
説
ど
お
り
で
し
た
。
薬
剤
師
の
回
答

は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
か
ら
抜
粋
し
た
よ
う

な
杓
子
定
規
な
回
答
ば
か
り
。
一
方
、
看
護
師
か
ら

は
、
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
に
混
ぜ
た
」、
「
蜂
蜜
を
か
け

た
」、
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
い
っ
し
ょ
に
し
た
ら
飲

ん
で
く
れ
た
」
な
ど
、
現
場
で
苦
労
し
て
い
る
生
の

声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
薬
学
知
識
の
な
い
看
護
師
が
思
い
つ

い
た
ア
イ
デ
ア
な
の
で
、
科
学
的
に
忌
避
す
べ
き
内

容
も
混
ざ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
調
剤
室
に
い
る
薬
剤

師
と
患
者
さ
ん
の
そ
ば
に
い
る
看
護
師
と
の
差
は
歴

然
で
し
た
。

苦
い
薬
を
嫌
が
る
子
ど
も
が

入
院
す
る
事
態
が
起
き
た
例
も

服
薬
指
導
で
回
避
で
き
る
は
ず

│
│
薬
嫌
い
の
子
ど
も
へ
の
対
策
に
関
し
、
保
険
薬

局
で
で
き
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

小
嶋
　
も
ち
ろ
ん
、
あ
り
ま
す
。
一
度
、
薬
嫌
い
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
の
抵
抗
は
す
さ
ま
じ
い
の

で
、
そ
う
な
る
前
に
手
を
打
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
腎
臓
病
の
治
療
の
た
め
、
初
め
て
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ

ン
を
飲
ん
だ
、
あ
る
３
歳
の
子
ど
も
の
患
者
さ
ん
は

あ
ま
り
の
苦
さ
に
懲
り
て
そ
の
後
、
飲
ん
で
く
れ
な

く
な
り
、
つ
い
に
は
注
射
投
与
で
代
用
す
る
た
め
に

入
院
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
あ
ん
な
に

苦
い
薬
を
飲
む
く
ら
い
な
ら
、
病
院
に
行
っ
た
ほ
う

が
い
い
」
と
訴
え
た
そ
う
で
す
。

│
│
患
者
さ
ん
本
人
に
も
、
ご
家
族
に
も
大
き
な
負

担
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

小
嶋
　
も
し
、
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
を
服
用
す
る
前
に

薬
剤
師
か
ら
親
御
さ
ん
に
対
し
、
薬
の
味
の
説
明
や

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
、
結
果
は

変
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
た
と
え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
、
「『
こ
の
薬
は
苦
い

け
れ
ど
、
と
て
も
大
事
だ
か
ら
飲
も
う
ね
』
と
お
子

さ
ん
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
」
と
す
す
め
た
り
、

「
い
っ
し
ょ
に
薬
を
飲
む
ふ
り
を
し
て
、
励
ま
し
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
提
案
し
て
い
れ
ば
、
お
子
さ

ん
も
諦
め
ず
に
が
ん
ば
っ
て
飲
み
つ
づ
け
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

│
│
薬
剤
の
特
性
を
知
る
薬
剤
師
の
知
識
を
生
か
し

た
実
際
的
な
行
動
で
す
ね
。
ほ
か
に
も
、
で
き
る
こ

と
で
具
体
例
が
？

小
嶋
　
予
製
剤
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
研
究
し
、
独

自
の
対
応
を
と
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
患
者
さ
ん
へ
迅
速
に
薬
剤
を
提
供
す
る
た
め
、
あ

る
程
度
の
量
は
予
製
を
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
前
述
の
と
お
り
、
中
に
は
粉
砕
す
る
と
成
分
が

不
安
定
に
な
る
薬
剤
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
薬
剤

ご
と
に
成
分
の
性
質
を
調
べ
、
「
研
究
の
結
果
、
こ

の
よ
う
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
わ
か
っ
た
の
で
、
当
薬
局

で
は
こ
の
薬
剤
は
予
製
し
て
か
ら
１
ヵ
月
を
使
用
期

限
と
し
ま
す
」
な
ど
と
打
ち
出
す
の
で
す
。
こ
う
す

れ
ば
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
は
自
信
を
持
っ
て
調
剤
で

き
ま
す
し
、
何
よ
り
患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
薬
を
任

せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
ほ
か
の
保
険
薬
局
と
の
差
別
化
に
も
な
る
研
究
な

の
で
、
ぜ
ひ
、
ど
こ
か
の
薬
局
薬
剤
師
の
方
が
着
手

し
て
く
だ
さ
る
の
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

│
│
子
ど
も
の
患
者
さ
ん
の
た
め
、
保
険
薬
局
の
薬

剤
師
が
役
立
て
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
す
ね
。

貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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に
質
問
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
る
人

は
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
か
ら
。

　
か
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
製
薬
企
業
が
「
ア
メ
リ
カ

に
住
ん
で
い
る
子
ど
も
」
と
い
う
大
雑
把
な
く
く
り

で
調
査
を
実
施
し
、
「
バ
ブ
ル
ガ
ム
味
が
好
き
」
と

い
う
結
論
を
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
調
査
対
象
者

の
性
別
も
、
人
種
も
、
詳
細
な
年
齢
も
わ
か
り
ま
せ

ん
し
、
こ
の
結
果
が
日
本
人
に
当
て
は
ま
る
と
は
思

え
ま
せ
ん
。

│
│
世
界
中
の
誰
も
が
好
む
味
な
ど
、
存
在
し
な
い

で
し
ょ
う
。

小
嶋
　
私
は
、
基
本
的
に
、
急
性
期
の
小
児
患
者
に

対
し
て
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
の
よ
う

な
、
は
っ
き
り
と
し
た
甘
い
味
で
か
ま
わ
な
い
。
し

か
し
、
慢
性
疾
患
の
小
児
患
者
に
は
わ
ず
か
に
甘
い

も
の
、
あ
る
い
は
味
が
な
く
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
い
く
ら
甘
い
も
の
が
好
き
な
子
ど
も
で
も
、
長

期
間
、
飲
み
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

小
嶋
　
あ
る
製
薬
企
業
か
ら
相
談
を
受
け
た
際
に
も

そ
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

味
の
な
い
薬
剤
の
売
れ
行
き
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
そ

う
で
す
。
な
ぜ
か
と
聞
け
ば
、
医
師
が
採
用
し
な
い

か
ら
。
「
コ
ー
ヒ
ー
味
が
好
き
だ
」
と
か
、
「
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
味
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
医
師
が
自

分
の
好
み
を
言
い
出
し
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
笑
え

な
い
話
で
す
。

　
お
菓
子
だ
っ
た
ら
、
医
師
が
「
あ
の
お
菓
子
を
食

べ
な
さ
い
」
と
言
い
ま
せ
ん
が
、
薬
は
医
師
が
処
方

す
る
も
の
。
親
御
さ
ん
た
ち
は
自
分
た
ち
に
選
択
肢

は
な
い
と
思
い
込
み
、
子
ど
も
に
我
慢
を
さ
せ
て
、

医
師
の
決
め
た
味
の
薬
を
飲
ま
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

あ
る
の
で
す
。

│
│
「
味
覚
」
は
、
個
人
の
趣
向
が
反
映
さ
れ
る
の

で
難
し
い
。

小
嶋
　
味
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
味
覚
を
調
べ
る
セ

ン
サ
ー
の
開
発
・
製
造
を
行
っ
て
い
る
メ
ー
カ
ー
と

協
働
し
、
薬
剤
の
苦
味
の
成
分
を
ど
の
よ
う
に
測
定

す
る
の
か
の
研
究
を
継
続
し
て
い
ま
す
。
ご
く
少
量

で
あ
っ
て
も
薬
剤
を
頻
繁
に
、
実
際
に
な
め
て
味
を

確
か
め
る
の
は
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
、
小
児
用
の
薬

を
つ
く
る
の
に
お
い
て
、
セ
ン
サ
ー
は
た
い
へ
ん
有

用
で
す
。

　
ま
た
、
剤
形
に
関
し
て
は
、
錠
剤
を
飲
み
や
す
く

す
る
た
め
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
の
開
発
を
製
薬
企
業

と
と
も
に
手
が
け
て
お
り
、
良
好
な
結
果
が
出
て
い

ま
す
。

服
薬
の
現
状
を
知
っ
て
い
る
の
は

調
剤
室
の
薬
剤
師
で
は
な
く

現
場
で
苦
心
す
る
看
護
師

│
│
冒
頭
で
「
小
児
製
剤
の
専
門
家
は
い
な
い
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
問
題
が
山

積
し
て
い
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
っ
て
き
そ
う
な
も
の

で
す
が
。

小
嶋
　
小
児
の
薬
剤
を
め
ぐ
る
環
境
が
好
ま
し
く
な

い
こ
と
へ
の
認
識
は
徐
々
に
広
ま
っ
て
お
り
、
世
界

保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
で
も
警
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
本
で
は
対
応
が
鈍
い
よ
う
で
す
。
ア
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メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
共
同
で
小
児
薬
剤

に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
の
動
き
が
出
て
い
る
の
で

す
が
、
日
本
の
賛
同
者
は
一
部
の
研
究
者
に
限
ら
れ

て
い
ま
す
。

│
│
現
場
の
薬
剤
師
が
改
善
に
乗
り
出
す
例
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

小
嶋
　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
薬
剤
師
を
交
え
た
活
動
も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
国
で
は
、
日
本
と
違
っ
て
溶
剤
が
普
及
し
て
い

ま
す
が
、
ど
の
薬
剤
を
ど
の
溶
液
に
入
れ
る
と
、
ど

の
程
度
安
定
す
る
か
と
い
っ
た
結
果
を
薬
剤
師
た
ち

が
１
冊
の
本
に
ま
と
め
、
た
い
へ
ん
重
宝
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

│
│
そ
う
し
た
改
善
へ
の
意
識
が
、
日
本
の
薬
剤
師

に
は
な
い
？

小
嶋
　
残
念
な
が
ら
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

臨
床
現
場
に
出
る
機
会
の
少
な
さ
が
、
小
児
の
薬
剤

に
関
す
る
問
題
を
気
づ
き
に
く
く
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
以
前
、
私
は
乳
幼
児
の
服
薬
を
介
助
す
る
た
め
の

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。
子

ど
も
が
薬
を
飲
み
た
が
ら
ず
に
困
っ
て
い
る
親
御
さ

ん
に
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば
良
い
か
、
情
報

を
提
供
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
出
版
社
側
は
、
「
現
場
の
薬
剤
師
に
尋
ね
れ
ば
、

す
ぐ
に
良
い
例
が
集
ま
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た

の
で
す
が
、
私
は
看
護
師
の
ほ
う
に
聞
か
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
と
言
い
、
結
局
、
両
方
に
リ
サ
ー
チ
を

行
い
ま
し
た
。

│
│
ど
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
の
で
し
ょ
う
。

小
嶋
　
私
の
仮
説
ど
お
り
で
し
た
。
薬
剤
師
の
回
答

は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
か
ら
抜
粋
し
た
よ
う

な
杓
子
定
規
な
回
答
ば
か
り
。
一
方
、
看
護
師
か
ら

は
、
「
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
に
混
ぜ
た
」、
「
蜂
蜜
を
か
け

た
」、
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
い
っ
し
ょ
に
し
た
ら
飲

ん
で
く
れ
た
」
な
ど
、
現
場
で
苦
労
し
て
い
る
生
の

声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
薬
学
知
識
の
な
い
看
護
師
が
思
い
つ

い
た
ア
イ
デ
ア
な
の
で
、
科
学
的
に
忌
避
す
べ
き
内

容
も
混
ざ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
調
剤
室
に
い
る
薬
剤

師
と
患
者
さ
ん
の
そ
ば
に
い
る
看
護
師
と
の
差
は
歴

然
で
し
た
。

苦
い
薬
を
嫌
が
る
子
ど
も
が

入
院
す
る
事
態
が
起
き
た
例
も

服
薬
指
導
で
回
避
で
き
る
は
ず

│
│
薬
嫌
い
の
子
ど
も
へ
の
対
策
に
関
し
、
保
険
薬

局
で
で
き
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

小
嶋
　
も
ち
ろ
ん
、
あ
り
ま
す
。
一
度
、
薬
嫌
い
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
の
抵
抗
は
す
さ
ま
じ
い
の

で
、
そ
う
な
る
前
に
手
を
打
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
腎
臓
病
の
治
療
の
た
め
、
初
め
て
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ

ン
を
飲
ん
だ
、
あ
る
３
歳
の
子
ど
も
の
患
者
さ
ん
は

あ
ま
り
の
苦
さ
に
懲
り
て
そ
の
後
、
飲
ん
で
く
れ
な

く
な
り
、
つ
い
に
は
注
射
投
与
で
代
用
す
る
た
め
に

入
院
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
あ
ん
な
に

苦
い
薬
を
飲
む
く
ら
い
な
ら
、
病
院
に
行
っ
た
ほ
う

が
い
い
」
と
訴
え
た
そ
う
で
す
。

│
│
患
者
さ
ん
本
人
に
も
、
ご
家
族
に
も
大
き
な
負

担
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

小
嶋
　
も
し
、
プ
レ
ド
ニ
ゾ
ロ
ン
を
服
用
す
る
前
に

薬
剤
師
か
ら
親
御
さ
ん
に
対
し
、
薬
の
味
の
説
明
や

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
、
結
果
は

変
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
た
と
え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
、
「『
こ
の
薬
は
苦
い

け
れ
ど
、
と
て
も
大
事
だ
か
ら
飲
も
う
ね
』
と
お
子

さ
ん
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
」
と
す
す
め
た
り
、

「
い
っ
し
ょ
に
薬
を
飲
む
ふ
り
を
し
て
、
励
ま
し
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
提
案
し
て
い
れ
ば
、
お
子
さ

ん
も
諦
め
ず
に
が
ん
ば
っ
て
飲
み
つ
づ
け
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

│
│
薬
剤
の
特
性
を
知
る
薬
剤
師
の
知
識
を
生
か
し

た
実
際
的
な
行
動
で
す
ね
。
ほ
か
に
も
、
で
き
る
こ

と
で
具
体
例
が
？

小
嶋
　
予
製
剤
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
研
究
し
、
独

自
の
対
応
を
と
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
患
者
さ
ん
へ
迅
速
に
薬
剤
を
提
供
す
る
た
め
、
あ

る
程
度
の
量
は
予
製
を
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
前
述
の
と
お
り
、
中
に
は
粉
砕
す
る
と
成
分
が

不
安
定
に
な
る
薬
剤
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
薬
剤

ご
と
に
成
分
の
性
質
を
調
べ
、
「
研
究
の
結
果
、
こ

の
よ
う
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
わ
か
っ
た
の
で
、
当
薬
局

で
は
こ
の
薬
剤
は
予
製
し
て
か
ら
１
ヵ
月
を
使
用
期

限
と
し
ま
す
」
な
ど
と
打
ち
出
す
の
で
す
。
こ
う
す

れ
ば
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
は
自
信
を
持
っ
て
調
剤
で

き
ま
す
し
、
何
よ
り
患
者
さ
ん
が
安
心
し
て
薬
を
任

せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
ほ
か
の
保
険
薬
局
と
の
差
別
化
に
も
な
る
研
究
な

の
で
、
ぜ
ひ
、
ど
こ
か
の
薬
局
薬
剤
師
の
方
が
着
手

し
て
く
だ
さ
る
の
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

│
│
子
ど
も
の
患
者
さ
ん
の
た
め
、
保
険
薬
局
の
薬

剤
師
が
役
立
て
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
す
ね
。

貴
重
な
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
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　薬剤師を名乗るなら言ってはいけない言葉がある。

　「100％効きます」。患者さんから薬の効力比や効果を

尋ねられた際に、いつも意識していた。「前の薬より強

いの？弱いの？」、「これを飲んだら絶対、血圧が下が

るの？」、「２個飲んだら２倍眠れるよね」──。患者

さんの質問に、言葉尻を誤解されないよう、医師の処方

意図を自分が歪めてしまわないよう細心の注意を払って

応対した。ちょっと前までとても大事にしていた仕事の

ポイントだったが、今は少し違った考えも持っている。

＊

　がん終末期の若いお母さんとのやり取りで、私は自分

でつくっていた戒めを破った。出会ったとき彼女はベッ

ド上にいて、頬はこけ、肌にも闘病の陰りがあるが、紡

がれる言葉は聡明で、眼差しの美しい方だった。

　積極的ながん治療の継続を中断し、自宅での療養を望

まれた。いちばんの主訴は不眠。「自分がいなくなった

あとを考えると不安になり、どうしても薬が必要」。要

望はそれだけだったが、お子さんや親御さんのことなど

彼女がいなくなったら表面化する問題は多くあり、不安

を抱くのも無理はないといった第一印象だった。

　その後、短い期間で症状は進行し、薬で抑え切れない

苦しさ、痛みに悩まれるようになった。医療チームの皆

で集まり、カンファレンスを開いた結果、「鎮静（セデ

ィーション）」を選択するにいたった。残された時間を、

意識は薄れてしまうが痛みを感じないように眠ってすご

してもらうケアだ。若くして発病され、数年間にわたっ

て辛い抗がん剤治療を、不安を抱えながらがんばった。

それでも、がんは広がり、死を実感する日々の中、痛み

から、不安から解放されたいという彼女の望みを叶えて

あげたかった。

　ところが、薬が効かない。主治医の先生曰く、「象が

眠るほどの量」を投与しても彼女は眠れなかった。薬剤

師として、抗不安薬の長期多量連用による受容体の感受

性の低下を疑い、別の受容体作動性の薬剤の服用を主治

医の先生に提案し、使うタイミングを計っているときだ

った。呼吸苦と痛みに耐えながら、聡明な彼女が深刻な

雰囲気にならないよう、わざと歌うように甘えるように

主治医の先生に向かって、「先生ー、うそつきー、眠ら

せてくれるって言ったのに」と口にした。その言葉に私

でさえ刺されたような気持ちになり、とても主治医の先

生の顔を見られなかった。

　新しい“武器”をすぐ用意することになり、投与の準

備を枕元で始めた。彼女がまた、場を和ませるためにゆ

ったりとした声音で、「（今度の薬は）効く？絶対眠れ

る？」と尋ねてきた。私は、「効きます」と即答してし

まった。主治医の先生が少し驚いたような顔をした。言

ってから私もびっくりした。

＊

　果たして、薬は効いた。効いたからか、この件に関し

てその後、先生と話す機会はなかった。ただ自分にとっ

ては、ひとつの大きなターニングポイントになった。言

質だとか専門家の責任だとかを超え、どうしても言わな

ければならない言葉もときにはあり、ケアにおいて人間

を相手にするのであれば人間にしかわからない心の機微

への対応が要求される。服薬説明のスキルは情熱を失わ

なければ経験によって洗練でき、薬剤成分に“見えない

効能”として付加できる。薬を本当の意味で、生かすも

殺すも薬剤師次第だと思い知らされた出来事だった。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第13回
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は
で
き
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
非
処
方
せ
ん
医
薬
品
が
細
分
化
さ
れ
て

お
ら
ず
、
す
べ
て
の
小
売
店
で
販
売
で
き
る
の
が

米
国
で
す
。
非
処
方
せ
ん
医
薬
品
の
承
認
・
販
売

に
は
２
種
類
あ
り
、
食
品
医
薬
品
局
（
Ｆ
Ｄ
Ａ
）

に
申
請
し
、
承
認
を
得
て
販
売
で
き
る
医
薬
品
と

と
も
に
、
有
効
成
分
、
用
量
、
剤
形
の
基
準
の
範

囲
内
で
あ
れ
ば
、
承
認
審
査
を
経
ず
に
販
売
で
き

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
独
特
の
Ｏ
Ｔ

Ｃ
の
販
売
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
米

国
の
医
療
制
度
が
他
国
と
大
き
く
異
な
る
か
ら
で

し
ょ
う
。

　
な
お
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
の
状
況
を
国
内
外

で
比
較
す
る
と
、
一
概
に
「
ど
の
国
が
進
ん
で
い

る
」
と
言
う
の
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
一
例
を
挙

げ
る
と
鎮
痛
剤
で
は
、
ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
は
日
、

米
、
仏
、
豪
で
処
方
せ
ん
医
薬
品
と
さ
れ
る
の
に

対
し
、
英
、
独
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
Ｏ
Ｔ
Ｃ

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン

は
米
、
独
、
仏
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
処
方
せ

ん
医
薬
品
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
日
、
英
、
豪
で

Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
に
個
別
の

成
分
に
よ
っ
て
承
認
状
況
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
国
民
が

医
薬
品
制
度
や
販
売
制
度
を

よ
く
知
ら
な
い
可
能
性
が
高
い

　
同
報
告
書
で
は
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
に
対
す
る
国
民
の
意

識
調
査
の
結
果
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
使
用
す
る
理
由
や
服
用
経
験
は

【
資
料
１
、
２
】
の
と
お
り
で
す
が
、
「
今
後
、
ど

の
よ
う
な
医
薬
品
を
薬
局
・
薬
店
で
発
売
し
て
ほ

し
い
か
」、
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
や
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
に
つ

い
て
の
希
望
は
何
か
」
と
い
っ
た
設
問
に
対
し
て

は
、
「（
特
に
）
な
し
」
の
回
答
が
圧
倒
的
多
数
を

占
め
て
お
り
、
そ
も
そ
も
国
民
が
医
薬
品
制
度
や

販
売
制
度
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
い
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
も
あ
る
た
め
、
同
報
告
書
で
は

将
来
、
国
民
の
健
康
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
Ｏ
Ｔ

Ｃ
を
販
売
す
る
に
は
、
実
際
に
現
場
で
販
売
に
か

か
わ
る
薬
剤
師
を
含
む
関
係
者
や
製
薬
企
業
、
日

本
薬
剤
師
会
や
日
本
医
師
会
を
は
じ
め
と
す
る
職

能
・
学
術
団
体
か
ら
の
意
見
が
欠
か
せ
な
い
と
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
特
に
薬
剤
師
に
関
し
て
は
、
国
民
に
と

っ
て
よ
り
理
解
し
や
す
い
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
説
明
を
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
個
々
の
品
目
に
応
じ
た
さ
ら

な
る
研
修
が
不
可
欠
だ
と
提
言
し
て
い
ま
す
。

【資料１】OTCを使用する理由

（出典：『一般用医薬品の地域医療における役割と国際動向に関する研究報告』）

【資料２】使用経験のあるOTC

かぜ薬
胃腸薬

頭痛、筋肉痛の薬
解熱薬

眼科用薬（目の疲れ、ものもらいなど）
手指などの殺菌・消毒薬

皮膚用薬（しっしん、水虫など）
殺虫・殺鼠剤

耳鼻科用薬（鼻水、鼻づまり、アレルギー性鼻炎など）
漢方、生薬製剤

アレルギー用薬（花粉症など）
鎮咳去痰薬

泌尿器・肛門用薬
鎮静薬（心を落ち着かせる薬）

婦人薬（冷え性、更年期障害など）
動悸、息切れなど循環器に作用する薬

その他
使用したことがない、覚えていない

普段からOTCを使用しているから

近くに薬局・薬店がありOTCを購入しやすいから

忙しくて病院や診療所に行く時間がとれないから

その他

かかりつけ薬局・薬剤師がある（いる）から 3.0

5.6
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（複数回答可、n=708）

（複数回答可、n=781）
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   18

10
数
年
間
で

大
き
く
変
化
し
た

一
般
用
医
薬
品
販
売
制
度

　
高
齢
患
者
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
逼
迫
す
る
医

療
保
険
財
政
を
改
善
す
る
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て

政
府
が
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
を
掲

げ
て
い
る
の
は
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
周
知
の

と
お
り
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
同
施
策
を
実
行
す

る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
の
が
一
般
用
医
薬
品
（
Ｏ

Ｔ
Ｃ
）
の
活
用
で
す
。

　
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
２
年

11
月
に
「
一
般
用
医
薬
品
承
認
審
査
合
理
化
等
検

討
会
」
が
、
製
品
の
範
囲
の
見
直
し
、
安
全
対
策

の
強
化
、
情
報
提
供
の
拡
充
、
承
認
審
査
の
流
れ

の
改
善
を
提
言
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
０
０
９

年
の
法
改
正
に
よ
る
リ
ス
ク
に
応
じ
た
新
し
い
販

売
制
度
の
導
入
、
２
０
１
４
年
の
法
改
正
に
よ
る

要
指
導
医
薬
品
の
創
設
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
取
り
巻
く
環
境
は
２

０
０
２
年
の
提
言
時
か
ら
著
し
く
変
化
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
２
０
１
４
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究

費
補
助
金
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
、
今
般
、
﹃
一

般
用
医
薬
品
の
地
域
医
療
に
お
け
る
役
割
と
国
際

動
向
に
関
す
る
研
究
報
告
﹄
と
し
て
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を

め
ぐ
る
海
外
諸
国
の
状
況
や
国
内
で
の
課
題
な
ど

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
内
容
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
は

個
別
の
成
分
に
よ
り

各
国
の
承
認
状
況
が
異
な
る

　
同
報
告
で
は
、
ま
ず
海
外
に
お
け
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の

現
状
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
英
国
で
販
売
さ
れ
る
医
薬
品
は
、
処

方
せ
ん
医
薬
品
（
Ｐ
Ｏ
Ｍ
薬
）、
薬
局
販
売
医
薬

品
（
Ｐ
薬
）、
自
由
販
売
医
薬
品
（
Ｇ
Ｓ
Ｌ
薬
）

に
分
類
さ
れ
、
Ｐ
Ｏ
Ｍ
薬
と
Ｐ
薬
は
薬
局
の
み
で

販
売
さ
れ
る
の
に
対
し
、
Ｇ
Ｓ
Ｌ
薬
は
ド
ラ
ッ
グ

ス
ト
ア
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
登
録
小
売
販
売
店
で

販
売
で
き
ま
す
。
非
処
方
せ
ん
医
薬
品
で
も
、
リ

ス
ク
に
応
じ
て
販
売
の
規
制
が
か
か
る
点
は
日
本

と
似
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
医
薬
品

医
療
製
品
規
制
庁
が
所
管
し
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｏ
Ｍ

薬
↓
Ｐ
薬
、
Ｐ
薬
↓
Ｇ
Ｓ
Ｌ
薬
の
分
類
変
更
が
あ

り
、
Ｐ
Ｏ
Ｍ
薬
か
ら
直
接
、
Ｇ
Ｓ
Ｌ
薬
へ
の
変
更

国
内
外
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
事
情
を
比
較

日
本
で
は
さ
ら
な
る
普
及
に
向
け

薬
剤
師
の
貢
献
を
期
待
す
る
声

分間でわかる
医療行政

第16回
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は
で
き
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
非
処
方
せ
ん
医
薬
品
が
細
分
化
さ
れ
て

お
ら
ず
、
す
べ
て
の
小
売
店
で
販
売
で
き
る
の
が

米
国
で
す
。
非
処
方
せ
ん
医
薬
品
の
承
認
・
販
売

に
は
２
種
類
あ
り
、
食
品
医
薬
品
局
（
Ｆ
Ｄ
Ａ
）

に
申
請
し
、
承
認
を
得
て
販
売
で
き
る
医
薬
品
と

と
も
に
、
有
効
成
分
、
用
量
、
剤
形
の
基
準
の
範

囲
内
で
あ
れ
ば
、
承
認
審
査
を
経
ず
に
販
売
で
き

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
独
特
の
Ｏ
Ｔ

Ｃ
の
販
売
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
米

国
の
医
療
制
度
が
他
国
と
大
き
く
異
な
る
か
ら
で

し
ょ
う
。

　
な
お
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
の
状
況
を
国
内
外

で
比
較
す
る
と
、
一
概
に
「
ど
の
国
が
進
ん
で
い

る
」
と
言
う
の
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
一
例
を
挙

げ
る
と
鎮
痛
剤
で
は
、
ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
は
日
、

米
、
仏
、
豪
で
処
方
せ
ん
医
薬
品
と
さ
れ
る
の
に

対
し
、
英
、
独
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
Ｏ
Ｔ
Ｃ

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン

は
米
、
独
、
仏
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
処
方
せ

ん
医
薬
品
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
日
、
英
、
豪
で

Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
に
個
別
の

成
分
に
よ
っ
て
承
認
状
況
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
国
民
が

医
薬
品
制
度
や
販
売
制
度
を

よ
く
知
ら
な
い
可
能
性
が
高
い

　
同
報
告
書
で
は
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
に
対
す
る
国
民
の
意

識
調
査
の
結
果
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
使
用
す
る
理
由
や
服
用
経
験
は

【
資
料
１
、
２
】
の
と
お
り
で
す
が
、
「
今
後
、
ど

の
よ
う
な
医
薬
品
を
薬
局
・
薬
店
で
発
売
し
て
ほ

し
い
か
」、
「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
や
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
に
つ

い
て
の
希
望
は
何
か
」
と
い
っ
た
設
問
に
対
し
て

は
、
「（
特
に
）
な
し
」
の
回
答
が
圧
倒
的
多
数
を

占
め
て
お
り
、
そ
も
そ
も
国
民
が
医
薬
品
制
度
や

販
売
制
度
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
い
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
も
あ
る
た
め
、
同
報
告
書
で
は

将
来
、
国
民
の
健
康
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
Ｏ
Ｔ

Ｃ
を
販
売
す
る
に
は
、
実
際
に
現
場
で
販
売
に
か

か
わ
る
薬
剤
師
を
含
む
関
係
者
や
製
薬
企
業
、
日

本
薬
剤
師
会
や
日
本
医
師
会
を
は
じ
め
と
す
る
職

能
・
学
術
団
体
か
ら
の
意
見
が
欠
か
せ
な
い
と
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
特
に
薬
剤
師
に
関
し
て
は
、
国
民
に
と

っ
て
よ
り
理
解
し
や
す
い
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
説
明
を
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
個
々
の
品
目
に
応
じ
た
さ
ら

な
る
研
修
が
不
可
欠
だ
と
提
言
し
て
い
ま
す
。

【資料１】OTCを使用する理由

（出典：『一般用医薬品の地域医療における役割と国際動向に関する研究報告』）

【資料２】使用経験のあるOTC

かぜ薬
胃腸薬

頭痛、筋肉痛の薬
解熱薬

眼科用薬（目の疲れ、ものもらいなど）
手指などの殺菌・消毒薬

皮膚用薬（しっしん、水虫など）
殺虫・殺鼠剤

耳鼻科用薬（鼻水、鼻づまり、アレルギー性鼻炎など）
漢方、生薬製剤

アレルギー用薬（花粉症など）
鎮咳去痰薬

泌尿器・肛門用薬
鎮静薬（心を落ち着かせる薬）

婦人薬（冷え性、更年期障害など）
動悸、息切れなど循環器に作用する薬

その他
使用したことがない、覚えていない

普段からOTCを使用しているから

近くに薬局・薬店がありOTCを購入しやすいから

忙しくて病院や診療所に行く時間がとれないから

その他

かかりつけ薬局・薬剤師がある（いる）から 3.0

5.6

27.8

38.6

46.3

9.3

0.5

2.0

2.4

6.3

7.2

11.3

15.6

16.5

22.7

（％）	 0	 10	 20	 30	 40	 50

（％）	 0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80

（複数回答可、n=708）

（複数回答可、n=781）

28.4

31.0

31.5

39.3

40.7

48.8

49.7 79.6
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BOOK
『いまさら訊けない！
  透析患者薬剤の考えかた，使いかたQ&A』
編著：加藤明彦／発行：中外医学社

　透析患者の薬剤については、これ
まで多くの書籍が出版されてきまし
たが、それらの多くでは末期腎不全
における薬物動態に加え、それぞれ
の薬剤に関する投与量、投与間隔、
透析性などが中心に書かれていまし
た。しかし、臨床現場では、透析患
者における疾患の特徴や、本当に薬
剤を投与する必要があるのか、どの
薬剤を第１選択にすべきか、透析自
体の影響は受けないのか、注意すべ

き副作用や相互作用はないのか、などを十分に理解したうえで薬
剤を投与する必要があります。
　そこで本書は臨床現場で必要とされる薬剤治療の知識をQ&A
形式でまとめました。合併しやすい感染症、循環器・脳血管疾患
や消化管疾患、糖尿病・代謝疾患・栄養、透析合併症に関して、
透析患者における疾患の特徴、薬剤の選択、透析の影響、注意す
べき副作用や、他剤との相互作用などについて具体的に解説され
ています。
　本書の最大の特徴は、病態から見た薬剤の使い方がわかりやす
い点です。本書を一読すると、透析患者のコモン・ディジーズや
合併症の病態が理解でき、適切な薬物療法を考える手助けとなる
でしょう。

RESEARCH
OTCの販売ルールの徹底に課題

　厚生労働省は、一般消費者を調査員にして、薬局・薬店や、イ
ンターネット上の店舗で、医薬品の販売者が購入者に適切に説明
を行っているかを調べた「医薬品販売制度実態把握調査」の2014
年度の結果を公表しました。
　今回の調査は、要指導医薬品の創設を含む現行の販売ルールが
施行されて半年に満たない2014年10～12月に実施されました。新

制度の周知徹底の過程での調査となったわけですが、必ずしもす
べての薬局・薬店において販売ルールが徹底されていない状況が
確認されました。
　具体的には、要指導医薬品については、大半の項目で９割程度
が遵守されていましたが、「購入者が使用者本人であることの確
認があった」は約８割にとどまりました。また、第１類医薬品に
ついては、「薬剤師により相談への対応が行われた」が、店頭販
売では９割近くに達したのに対し、インターネット販売では６割
程度など、各項目で軒並みインターネット販売での遵守率が店頭
販売を下まわり、インターネット販売におけるルールの徹底に課
題を残す結果となりました。

INFORMATION
「ゾシン静注用」が発熱性好中球減少症で適応追加

　大鵬薬品工業株式会社は、国内では同社が製造販売するβ-ラ
クタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤「ゾシン静注用2.25、ゾシン
静注用4.5、ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5」（一般名：タゾバク
タム・ピペラシリン）が、発熱性好中球減少症の適応追加の承認
を取得したと発表しました。
　本剤は、2008年に成人と小児における敗血症、肺炎、腎盂腎炎
及び複雑性膀胱炎を適応症として承認され、2012年には腹膜炎、
腹腔内膿瘍、胆嚢炎及び胆管炎が適応症とされました。また、海
外では112ヵ国で承認されており、欧米などの各種感染症治療に
関する診療ガイドラインにおいて第１選択薬のひとつに推奨され
世界的な標準薬として知られています。
　適応追加にあたっては、成人及び小児の発熱性好中球減少症患
者に対する本剤の解熱効果と有効性、安全性、並びに小児患者を
対象とした本剤の薬物動態について検討した第III相臨床試験が行

われました。その結
果、日本人の発熱性
好中球減少症患者に
おいて、既承認の薬
剤と同様に本剤が有
効かつ安全に投与で
きると確認されたた
め、適応追加の承認
にいたりました。

TOPICS

ゾシン静注用2.25（左）とゾシン静注用4.5（右）
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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
デザイン	 イクスキューズ

オブザーバー	 勝山	浩二
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編集後記

薬剤師は、必要とされる薬物治療をサポート
するのが存在意義のひとつではないだろう

か。せっかく、医師が正確に見立てても適切に使
用されなければ（飲まれなければ）治療は進まな
い。薬物治療をサポートしていくうえで、薬剤師
の製剤知識は欠かせない。これは小児に限らず、
成人や高齢者にも言える。また、情報提供におい
ても薬剤師が担う薬物治療のサポートが求められ
ている。判で押したような、とおり一辺倒な情報
提供ではアドヒアランスは向上しない。薬剤師は
薬物治療において重要な立ち位置にいることを今
一度、考えてほしい。� （H.T.）

先日、ユニバーサルマナーに関する講習を受
講する機会がありました。我々日本人はユ

ニバーサルデザインを必要とする方と接する際、
多くが「無関心」か「過剰」のいずれかの対応を
してしまうそうです。良い加減のさりげない対応
ができる男になりたいものです。� （K.K.）

本号の「編集長対談」のコーナーにご登場い
ただいた小嶋純先生。小児の薬剤にたずさ

わることになったきっかけは娘さんの病気とおっ
しゃっていましたが、それをお話しになる表情に
は並々ならぬものがありました。小嶋先生のメッ
セージを発信する力は強く、きっと多くの薬剤師
の皆さんに「気づき」をもたらすに違いないと確
信しました。� （ほっ）

自宅のそばを走る私鉄では、夏の間、スタン
プラリーを行っています。子どもたちは大

はしゃぎですが、引っぱりまわされる親御さんは
電車を乗ったり降りたりたいへんそうです。お疲
れ様でした。� （フク）

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.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.23 （2015年７月発行）
聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之

No.22 （2015年５月発行）
虎の門病院分院腎センター内科部長

乳原 善文

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

No.18（2014年９月発行）
三井記念病院院長

髙本 眞一
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全国自治体病院協議会長

邉見 公雄
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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. 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.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.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.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. 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

薬剤師は、必要とされる薬物治療をサポート
するのが存在意義のひとつではないだろう

か。せっかく、医師が正確に見立てても適切に使
用されなければ（飲まれなければ）治療は進まな
い。薬物治療をサポートしていくうえで、薬剤師
の製剤知識は欠かせない。これは小児に限らず、
成人や高齢者にも言える。また、情報提供におい
ても薬剤師が担う薬物治療のサポートが求められ
ている。判で押したような、とおり一辺倒な情報
提供ではアドヒアランスは向上しない。薬剤師は
薬物治療において重要な立ち位置にいることを今
一度、考えてほしい。� （H.T.）

先日、ユニバーサルマナーに関する講習を受
講する機会がありました。我々日本人はユ

ニバーサルデザインを必要とする方と接する際、
多くが「無関心」か「過剰」のいずれかの対応を
してしまうそうです。良い加減のさりげない対応
ができる男になりたいものです。� （K.K.）

本号の「編集長対談」のコーナーにご登場い
ただいた小嶋純先生。小児の薬剤にたずさ

わることになったきっかけは娘さんの病気とおっ
しゃっていましたが、それをお話しになる表情に
は並々ならぬものがありました。小嶋先生のメッ
セージを発信する力は強く、きっと多くの薬剤師
の皆さんに「気づき」をもたらすに違いないと確
信しました。� （ほっ）

自宅のそばを走る私鉄では、夏の間、スタン
プラリーを行っています。子どもたちは大

はしゃぎですが、引っぱりまわされる親御さんは
電車を乗ったり降りたりたいへんそうです。お疲
れ様でした。� （フク）

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.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.23 （2015年７月発行）
聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之

No.22 （2015年５月発行）
虎の門病院分院腎センター内科部長

乳原 善文

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

No.18（2014年９月発行）
三井記念病院院長

髙本 眞一



発
行

日
：

2015年
９

月
１

日
　

　
発

行
：

　
　

制
作

：
株

式
会

社
フ

ァ ー
マ

シ
ィ

〒
720-0825　

広
島

県
福

山
市

沖
野

上
町

4-13-27
株

式
会

社
カ

レ
ット

〒
102-0072　

東
京

都
千

代
田

区
飯

田
橋

2-18-1-2102
N
o.24

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。


