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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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05   

自
宅
で
す
ご
し
た
い
と
願
う

末
期
が
ん
の
患
者
に
、薬
剤
師
は

実
に
大
き
な
貢
献
が
で
き
る
。

　
在
宅
医
療
へ
の
薬
剤
師
の
参
画
を
期
待
す
る
医
療
人
は
決
し
て
少

な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
期
待
に
十
分
に
応
え
き
れ
て
い
な
い
、

こ
の
先
も
応
え
ら
れ
る
の
か
─
─
と
い
う
状
況
が
つ
づ
い
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。
在
宅
医
療
で
果
た
せ
る
役
割
の
実
例
を
示
す
こ
と
に

よ
り
、
薬
剤
師
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
る
最
中
、
出
会
っ
た
の
が
川
越
厚
氏
だ
っ
た
。

　
彼
が
運
営
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
川
越
は
、
自
宅
で
す
ご
し
た
い
と
願

う
末
期
が
ん
患
者
を
対
象
と
し
た
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
で
あ
る
。

川
越
氏
は
、
東
京
大
学
医
学
部
の
講
師
時
代
に
進
行
し
た
大
腸
が
ん

と
な
っ
た
が
、
無
事
生
還
し
た
経
験
を
持
つ
。
以
降
、
大
学
に
は
戻

ら
ず
、
診
療
所
医
師
を
つ
づ
け
て
い
る
。
当
然
、
そ
う
し
た
こ
と
も

背
景
に
あ
っ
て
か
、
在
宅
医
療
に
向
き
合
う
姿
勢
に
た
だ
な
ら
ぬ
も

の
を
感
じ
た
。

　
末
期
の
が
ん
患
者
を
対
象
と
し
た
在
宅
医
療
の
現
場
で
は
、
病
院

と
同
様
に
、
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
と
て
も
大
切
だ
。
薬
剤
師
が
、

大
い
に
活
躍
で
き
る
場
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
早
速
、
使
用
さ
れ
る

薬
剤
と
、
薬
剤
師
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

「
僕
ら
の
よ
う
に
、
が
ん
を
専
門
に
在
宅
医
療
を
行
う
と
こ
ろ
で
は

医
療
用
麻
薬
は
必
須
で
す
。
疼
痛
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
に
患

者
さ
ん
の
８
割
の
方
に
使
用
し
ま
す
。

　
医
療
用
麻
薬
に
は
、
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
チ
、
経
口
薬
、
坐
薬
、
注
射

薬
と
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
パ
ッ
チ
や
経
口
薬
、
坐
薬
は
比
較
的
手
に
入

り
や
す
い
の
で
す
が
、
注
射
薬
は
薬
液
を
取
り
出
せ
な
い
構
造
に
し

て
患
者
さ
ん
へ
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
保
険
薬
局
で
シ
リ

ン
ジ
な
ど
の
器
具
に
充
填
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
管
理
も
厳
し
い

の
で
、
簡
単
に
は
入
手
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
注
射
薬
は
、
当
院

で
は
主
に
保
険
薬
局
に
準
備
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
薬
の
調
剤
が
で
き
る
保
険
薬
局
は
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
病
院
の
薬
剤
部
で
も
最
近
、
見
か
け
る
よ

う
に
な
っ
た
無
菌
室
が
必
要
だ
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。
さ
ら
に
１
％

の
プ
レ
ぺ
ノ
ン
（
一
般
名
：
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
注
射
液
）
を
注
射
器

に
詰
め
た
も
の
を
用
意
し
て
い
た
だ
く
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
が
、

痛
み
が
強
い
患
者
さ
ん
に
は
１
％
で
は
薄
く
、
４
％
の
プ
レ
ぺ
ノ
ン

が
必
要
で
す
。
４
％
は
ア
ン
プ
ル
出
し
に
な
る
の
で
、
ア
ン
プ
ル
を

切
っ
て
そ
れ
を
注
射
器
に
詰
め
、
密
封
し
て
届
け
て
も
ら
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
保
険
薬
局
が
、
在
宅
の
緩
和
医
療
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な

る
の
は
、
な
か
な
か
た
い
へ
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
ク
リ
ニ
ッ
ク
川
越
は
、
保
険
薬
局
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
が
ん
患
者
の

在
宅
医
療
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
協
力
相
手
を

探
し
、
ど
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
今
に
い
た
る
の
か

興
味
が
高
ま
っ
た
。

「
連
携
し
て
い
る
保
険
薬
局
は
、
僕
の
書
い
た
在
宅
医
療
の
本
を
読

ん
で
共
感
し
て
く
れ
た
の
が
ご
縁
で
協
働
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

単
に
薬
を
用
意
し
て
届
け
、
服
薬
指
導
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
僕
ら

が
ど
う
い
う
か
た
ち
で
モ
ル
ヒ
ネ
を
使
う
の
か
な
ど
を
知
っ
て
お
い
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MY
OPINION

て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
在
宅
医
療
、
も
っ
と
言
え
ば

自
宅
で
の
看
取
り
を
推
進
し
て
い
る
行
政
は
、
緩
和
医
療
に
お
け
る

薬
剤
師
の
役
割
を
理
解
し
、
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
に
保
険
薬
局
が

か
か
わ
り
や
す
い
状
況
を
つ
く
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
在
宅
緩

和
ケ
ア
の
医
療
の
質
は
必
ず
上
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

◆
　
◆
　
◆

　
こ
こ
で
、
が
ん
、
非
が
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
薬
局
は
こ
れ
か

ら
在
宅
医
療
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
ど
ん
な
業
務
を
果
た
す

べ
き
な
の
か
に
対
す
る
川
越
氏
の
意
見
を
披
露
し
て
い
た
だ
い
た
。

「
病
院
の
チ
ー
ム
医
療
と
比
較
す
る
と
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
、
な

ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
、
病
院
の
医
師
と
薬
剤
師
は
面
識
が
あ
り
、

あ
る
程
度
は
お
互
い
の
癖
を
知
っ
て
い
て
、
チ
ー
ム
医
療
が
成
立
し

や
す
い
。
け
れ
ど
、
在
宅
医
療
で
は
、
医
師
と
薬
剤
師
は
互
い
の
情

報
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
だ
か
ら
こ
そ
単
に
薬
を
届
け
る
と

い
う
認
識
で
は
な
く
、
医
師
と
チ
ー
ム
を
組
み
、
医
療
を
患
者
さ
ん

に
提
供
し
て
い
る
と
の
意
識
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
医
師
は
薬
に
関
し
て
完
璧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
を
犯
す
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
投
薬
量
の
間
違
い
や
、
飲
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
の

情
報
な
ど
を
積
極
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
う
ち
に
、
薬
剤
師
は

在
宅
医
と
強
力
な
タ
ッ
グ
を
組
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
は
私
の
肌
感
覚
で
の
感
想
で
す
が
、
外
来
診
療
の
み
の
診
療
所
の

医
師
よ
り
、
在
宅
医
の
ほ
う
が
薬
剤
師
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
素
直

に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
」

　
川
越
氏
は
「
肌
感
覚
で
─
─
」
と
言
っ
た
が
、
「
当
た
ら
ず
と
い

え
ど
も
遠
か
ら
ず
」
だ
ろ
う
。
一
般
の
診
療
所
の
医
師
と
在
宅
医
で

は
、
麻
薬
の
使
用
に
対
し
て
の
習
熟
度
が
違
う
こ
と
も
遠
因
に
は
あ

る
と
思
う
。

「
在
宅
医
療
で
使
用
す
る
薬
剤
や
器
材
の
最
新
の
知
識
は
、
薬
剤
師

の
方
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
持
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
バ
ル
ー
ン

式
携
帯
型
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
入
ポ
ン
プ
の
進
化
に
、
一
般
の
診

療
所
の
医
師
は
つ
い
て
い
っ
て
い
ま
せ
ん
」

　
在
宅
特
有
の
薬
剤
や
機
器
の
進
歩
は
速
く
、
ど
ん
ど
ん
新
商
品
が

発
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
最
新
情
報
を
医
師
が
い
ち
い
ち
イ
ン

プ
ッ
ト
す
る
の
は
至
難
で
、
医
師
は
そ
れ
ら
を
薬
剤
師
に
全
面
的
に

頼
る
以
外
に
な
い
は
ず
だ
。

　
川
越
氏
が
挙
げ
た
バ
ル
ー
ン
式
携
帯
型
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
入

ポ
ン
プ
と
は
、
バ
ル
ー
ン
内
に
薬
液
を
注
入
し
、
バ
ル
ー
ン
が
収
縮

す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
液
の
持
続
注
入
を
行
え
る
注
入
器
で
あ
る
。

医
師
が
１
時
間
に
０
・
５
㏄
と
言
っ
た
ら
、
１
日
に
12
㏄
を
使
う
と

計
算
し
、
３
０
０
㏄
の
薬
液
を
注
入
し
た
バ
ル
ー
ン
を
用
意
す
る
な

ど
は
薬
剤
師
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
。
流
量
が
変
更
さ
れ
た
も

の
が
、
ど
ん
ど
ん
発
売
さ
れ
れ
ば
、
患
者
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
効
率

的
で
、
効
果
を
発
揮
す
る
バ
ル
ー
ン
を
選
べ
る
。
最
新
の
情
報
提
供

は
、
在
宅
医
に
は
あ
り
が
た
い
に
尽
き
る
。

「
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
薬
剤
師
は
、
治

療
に
使
う
材
料
を
準
備
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
診
察
室
で
し

た
ら
、
ガ
ー
ゼ
や
消
毒
液
や
綿
球
な
ど
、
一
通
り
は
そ
ろ
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
患
者
さ
ん
の
お
宅
に
は
何
も
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
は

こ
ち
ら
で
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
随
行
す
る
か
ど
う
か
は

別
に
し
て
、
在
宅
医
が
診
て
い
る
患
者
さ
ん
や
治
療
方
法
を
理
解
し

医
師
の
処
方
に
も
と
づ
い
て
医
療
材
料
を
用
意
す
る
の
は
、
薬
剤
師

に
し
か
で
き
な
い
業
務
で
す
」◆

　
◆
　
◆

　
在
宅
医
療
で
、
も
う
ひ
と
つ
薬
剤
師
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

訪
問
看
護
師
と
の
連
携
で
あ
ろ
う
。

「
在
宅
で
服
薬
管
理
を
す
る
の
は
、
基
本
的
に
は
看
護
師
で
す
。
医

互
い
の
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
。だ
か
ら
こ
そ

在
宅
医
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
い
る
意
識
を
強
く
持
つ
べ
し
。
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て
い
た
だ
か
な
い
と
、
処
方
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
が
も
ら
え
な
い

の
で
、
当
初
は
頻
繁
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
次

々
と
課
題
が
出
て
く
る
た
び
に
、
話
し
合
い
を
し
て
約
束
事
を
積
み

上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
麻
薬
を
使
用
し
て
い
る
患
者
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
、
僕
ら
は
そ
れ

を
勝
手
に
は
処
分
で
き
ま
せ
ん
。
薬
剤
師
の
方
が
患
者
宅
に
行
き
、

麻
薬
を
処
分
す
る
な
ど
の
約
束
事
が
で
き
ま
し
た
。
医
師
が
麻
薬
を

家
に
持
ち
帰
れ
ば
問
題
に
な
り
ま
す
し
、
診
療
所
の
金
庫
で
保
管
し

ろ
と
言
わ
れ
て
も
無
理
で
す
（
笑
）」

　
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
素
朴
な
疑
問
が
湧
い
た
。
そ
も
そ
も
、
保
険

薬
局
で
な
い
と
パ
ー
ト
ナ
ー
は
務
ま
ら
な
い
の
か
。
診
療
所
の
ス
タ

ッ
フ
に
薬
剤
師
を
在
籍
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
用
を
す
ま
せ
る
方

法
が
あ
る
気
も
す
る
。

「
不
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
仮
に
診
療
所
内
に
薬
剤

師
が
い
た
と
し
て
も
、
診
療
所
で
麻
薬
を
用
意
し
て
、
自
分
の
と
こ

ろ
か
ら
持
っ
て
行
っ
て
服
薬
さ
せ
る
に
は
、
管
理
が
か
な
り
た
い
へ

ん
で
す
。
相
当
の
量
の
麻
薬
を
使
う
と
な
れ
ば
、
行
政
か
ら
の
指
導

も
厳
し
く
、
犯
罪
の
関
与
も
疑
わ
れ
ま
す
。
設
備
も
必
要
で
す
し
、

シ
ビ
ア
な
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
の
運
営
に
神
経
を
使
う
の
も
し
ん
ど

い
で
す
ね
。

　
保
険
薬
局
が
ケ
ア
の
チ
ー
ム
に
入
れ
ば
、
医
師
が
麻
薬
の
処
方
せ

ん
を
発
行
し
、
薬
剤
師
が
麻
薬
を
患
者
宅
に
届
け
、
そ
こ
で
服
薬
指

導
を
す
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
格
好
を
と
れ
ま
す
か
ら
ね
。
麻
薬
の

管
理
の
面
で
は
、
僕
ら
は
非
常
に
楽
に
な
り
ま
す
」

　
な
る
ほ
ど
。
保
険
薬
局
で
な
い
と
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
が
ん
患

者
が
増
え
る
一
方
な
の
だ
か
ら
、
保
険
薬
局
も
が
ん
患
者
の
在
宅
医

療
へ
の
参
加
に
、
も
っ
と
目
を
向
け
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
─
─

け
れ
ど
も
、
川
越
氏
が
言
う
よ
う
に
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

「
普
通
の
保
険
薬
局
が
、
が
ん
の
在
宅
医
療
に
関
与
す
る
の
は
、
残

念
な
が
ら
経
営
的
に
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に

注
射
薬
の
準
備
で
さ
え
、
手
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
た
ま
に
し

か
依
頼
が
こ
な
け
れ
ば
、
商
売
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
緩
和
医

療
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
と
の
看
板
を
掲
げ
、
そ
れ
を
専
門
と
し
、

緩
和
医
療
を
行
っ
て
い
る
医
師
と
、
し
っ
か
り
と
し
た
連
携
を
と
っ

て
、
か
ろ
う
じ
て
経
営
が
成
立
す
る
レ
ベ
ル
だ
と
思
い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
今
、
一
部
で
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
の
が
、
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ

ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
。
緩
和
ケ
ア
薬
局
と
も
呼
ば
れ
る
。
パ
リ
ア
テ

ィ
ブ
・
ケ
ア
（
緩
和
ケ
ア
）
と
は
、
病
の
た
め
に
生
命
を
脅
か
さ
れ

る
患
者
と
そ
の
家
族
を
対
象
と
し
た
、
全
人
的
な
ケ
ア
を
意
味
し
、

病
期
を
問
わ
ず
、
患
者
と
家
族
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
改
善
を
目
的
と
し
て
い

る
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
２
０
０
２
年
）。
痛
み
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
心
理
的

な
苦
痛
の
除
去
な
ど
が
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
だ
が
、
こ
う
し
た
ケ

ア
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
薬
局
が
現
れ
て
き
て
い
る
の
だ
。
各
地
に
散

在
す
る
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
を
図
る
動
き
が
す
で
に
あ
る
（
在
宅
緩
和
ケ
ア
対
応
薬
局
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
：http://w

w
w
.pcp-net.jp/

）。

「
我
々
の
よ
う
な
緩
和
医
療
に
た
ず
さ
わ
る
医
師
の
呼
び
か
け
に
応

じ
、
高
い
志
の
も
と
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
つ

く
っ
た
り
、
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
自
体
が
、
自

分
た
ち
の
よ
う
な
保
険
薬
局
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
で
仲
間
を
増
や

し
た
り
─
─
。
わ
ず
か
ず
つ
で
す
が
、
確
実
に
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ

ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
は
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、
や
り
甲
斐
を
求
め
て
、
緩
和
医
療
に
か
か
わ
り
た
い
薬
剤

師
の
方
が
現
れ
て
い
る
と
、
協
働
し
て
い
る
薬
剤
師
の
方
が
話
し
て

い
ま
し
た
」

　
一
般
的
な
調
剤
を
し
て
い
る
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
儲
か
る
。
パ
リ

ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
は
、
薬
剤
師
の
善
意
で
成
立
し

儲
け
よ
り
も
、や
り
甲
斐
を
求
め
て
生
ま
れ
始
め
た

パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
。
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て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
在
宅
医
療
、
も
っ
と
言
え
ば

自
宅
で
の
看
取
り
を
推
進
し
て
い
る
行
政
は
、
緩
和
医
療
に
お
け
る

薬
剤
師
の
役
割
を
理
解
し
、
パ
リ
ア
テ
ィ
ブ
・
ケ
ア
に
保
険
薬
局
が

か
か
わ
り
や
す
い
状
況
を
つ
く
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
在
宅
緩

和
ケ
ア
の
医
療
の
質
は
必
ず
上
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

◆
　
◆
　
◆

　
こ
こ
で
、
が
ん
、
非
が
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
薬
局
は
こ
れ
か

ら
在
宅
医
療
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
ど
ん
な
業
務
を
果
た
す

べ
き
な
の
か
に
対
す
る
川
越
氏
の
意
見
を
披
露
し
て
い
た
だ
い
た
。

「
病
院
の
チ
ー
ム
医
療
と
比
較
す
る
と
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
、
な

ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
、
病
院
の
医
師
と
薬
剤
師
は
面
識
が
あ
り
、

あ
る
程
度
は
お
互
い
の
癖
を
知
っ
て
い
て
、
チ
ー
ム
医
療
が
成
立
し

や
す
い
。
け
れ
ど
、
在
宅
医
療
で
は
、
医
師
と
薬
剤
師
は
互
い
の
情

報
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
だ
か
ら
こ
そ
単
に
薬
を
届
け
る
と

い
う
認
識
で
は
な
く
、
医
師
と
チ
ー
ム
を
組
み
、
医
療
を
患
者
さ
ん

に
提
供
し
て
い
る
と
の
意
識
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
医
師
は
薬
に
関
し
て
完
璧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
を
犯
す
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
投
薬
量
の
間
違
い
や
、
飲
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
の

情
報
な
ど
を
積
極
的
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
う
ち
に
、
薬
剤
師
は

在
宅
医
と
強
力
な
タ
ッ
グ
を
組
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
は
私
の
肌
感
覚
で
の
感
想
で
す
が
、
外
来
診
療
の
み
の
診
療
所
の

医
師
よ
り
、
在
宅
医
の
ほ
う
が
薬
剤
師
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
素
直

に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
」

　
川
越
氏
は
「
肌
感
覚
で
─
─
」
と
言
っ
た
が
、
「
当
た
ら
ず
と
い

え
ど
も
遠
か
ら
ず
」
だ
ろ
う
。
一
般
の
診
療
所
の
医
師
と
在
宅
医
で

は
、
麻
薬
の
使
用
に
対
し
て
の
習
熟
度
が
違
う
こ
と
も
遠
因
に
は
あ

る
と
思
う
。

「
在
宅
医
療
で
使
用
す
る
薬
剤
や
器
材
の
最
新
の
知
識
は
、
薬
剤
師

の
方
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
持
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
バ
ル
ー
ン

式
携
帯
型
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
入
ポ
ン
プ
の
進
化
に
、
一
般
の
診

療
所
の
医
師
は
つ
い
て
い
っ
て
い
ま
せ
ん
」

　
在
宅
特
有
の
薬
剤
や
機
器
の
進
歩
は
速
く
、
ど
ん
ど
ん
新
商
品
が

発
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
最
新
情
報
を
医
師
が
い
ち
い
ち
イ
ン

プ
ッ
ト
す
る
の
は
至
難
で
、
医
師
は
そ
れ
ら
を
薬
剤
師
に
全
面
的
に

頼
る
以
外
に
な
い
は
ず
だ
。

　
川
越
氏
が
挙
げ
た
バ
ル
ー
ン
式
携
帯
型
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ブ
ル
注
入

ポ
ン
プ
と
は
、
バ
ル
ー
ン
内
に
薬
液
を
注
入
し
、
バ
ル
ー
ン
が
収
縮

す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
液
の
持
続
注
入
を
行
え
る
注
入
器
で
あ
る
。

医
師
が
１
時
間
に
０
・
５
㏄
と
言
っ
た
ら
、
１
日
に
12
㏄
を
使
う
と

計
算
し
、
３
０
０
㏄
の
薬
液
を
注
入
し
た
バ
ル
ー
ン
を
用
意
す
る
な

ど
は
薬
剤
師
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
。
流
量
が
変
更
さ
れ
た
も

の
が
、
ど
ん
ど
ん
発
売
さ
れ
れ
ば
、
患
者
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
効
率

的
で
、
効
果
を
発
揮
す
る
バ
ル
ー
ン
を
選
べ
る
。
最
新
の
情
報
提
供

は
、
在
宅
医
に
は
あ
り
が
た
い
に
尽
き
る
。

「
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
在
宅
医
療
に
お
い
て
薬
剤
師
は
、
治

療
に
使
う
材
料
を
準
備
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
診
察
室
で
し

た
ら
、
ガ
ー
ゼ
や
消
毒
液
や
綿
球
な
ど
、
一
通
り
は
そ
ろ
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
患
者
さ
ん
の
お
宅
に
は
何
も
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
は

こ
ち
ら
で
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
随
行
す
る
か
ど
う
か
は

別
に
し
て
、
在
宅
医
が
診
て
い
る
患
者
さ
ん
や
治
療
方
法
を
理
解
し

医
師
の
処
方
に
も
と
づ
い
て
医
療
材
料
を
用
意
す
る
の
は
、
薬
剤
師

に
し
か
で
き
な
い
業
務
で
す
」◆

　
◆
　
◆

　
在
宅
医
療
で
、
も
う
ひ
と
つ
薬
剤
師
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

訪
問
看
護
師
と
の
連
携
で
あ
ろ
う
。

「
在
宅
で
服
薬
管
理
を
す
る
の
は
、
基
本
的
に
は
看
護
師
で
す
。
医

互
い
の
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
。だ
か
ら
こ
そ

在
宅
医
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
い
る
意
識
を
強
く
持
つ
べ
し
。
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問
服
薬
指
導
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
に
服
薬

の
仕
方
を
細
か
く
説
明
し
ま
す
。
高
い
保
険
点
数
が
設
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
重
要
な
役
割
と
見
な
さ
れ
て
い
る
証
左
で
す
」

　
在
宅
医
療
に
お
い
て
、
薬
剤
師
は
大
き
な
役
割
を
担
え
る
─
─
そ

の
点
に
ぶ
れ
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
在
宅
医
療
で
は
、
薬

剤
師
に
限
ら
ず
、
医
療
者
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
の
役
割
が
ま
だ
ま
だ
不

明
確
で
あ
る
の
が
現
実
な
の
だ
と
再
認
識
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
川

越
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
薬
剤
師
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
な

い
、
薬
剤
師
が
存
在
感
を
示
せ
る
活
動
が
ボ
ロ
ボ
ロ
と
出
て
く
る
の

だ
。
川
越
氏
が
つ
ぶ
や
く
。

「
在
宅
医
療
に
は
ね
、
評
論
家
が
多
す
ぎ
る
の
で
す
よ
。
医
師
に
し

ろ
、
実
際
に
行
っ
て
い
な
い
方
が
知
っ
た
か
ぶ
り
で
発
言
を
す
る
。

だ
か
ら
、
話
が
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
川
越
氏
の
趣
味
は
チ
ェ
ロ
演
奏
。
ま
だ
、
始
め
て
１
年
ほ
ど
だ
と

言
う
。
演
奏
中
の
写
真
を
撮
ら
せ
て
ほ
し
い
と
の
取
材
陣
の
リ
ク
エ

ス
ト
に
恥
ず
か
し
そ
う
に
Ｏ
Ｋ
を
く
だ
さ
り
、
演
奏
の
準
備
を
し
な

が
ら
、
「
薬
剤
師
に
は
、
本
当
に
感
謝
で
す
。
彼
ら
が
か
か
わ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
難
し
い
ケ
ー
ス
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」
と
話
す
。
話
題
は
、
再
び
在
宅
の
緩
和
医
療
に
戻
っ
た
。

「
難
し
い
と
言
う
か
、
モ
ル
ヒ
ネ
を
大
量
に
使
用
す
る
場
面
で
は
、

薬
剤
師
が
し
っ
か
り
準
備
し
て
く
れ
て
い
な
い
と
対
処
で
き
ま
せ
ん

よ
。
も
ち
ろ
ん
、
最
終
的
な
責
任
は
医
師
が
と
る
の
で
す
が
、
そ
の

要
求
に
対
し
て
応
え
て
く
れ
る
薬
剤
師
が
い
な
い
と
、
や
は
り
在
宅

で
の
緩
和
医
療
を
安
心
し
て
行
え
な
い
で
す
ね
。

　
こ
れ
ま
で
の
在
宅
医
療
は
、
急
変
し
た
ら
病
院
へ
入
院
さ
せ
、
状

態
が
落
ち
着
い
た
ら
在
宅
へ
戻
っ
て
き
て
も
ら
う
の
繰
り
返
し
で
、

さ
ら
に
看
取
り
ま
で
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
格
好
で
や
っ
て
き
ま

し
た
。
病
院
や
診
療
所
の
医
師
が
、
片
手
間
で
行
っ
て
い
た
部
分
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
が
超
高
齢
社
会
と
な
り
、
行
政
は
、
病
院
に
対
し
て
は
病
院

の
役
割
、
つ
ま
り
急
性
期
医
療
を
担
い
、
在
宅
に
は
も
っ
と
専
門
性

を
持
ち
、
が
ん
患
者
が
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
が
ら
自
宅
で

最
期
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
今
後
、
行
政
の
誘
導
に
よ
り
、
在
宅
を
専
門
と
す
る
診
療
所
や

保
険
薬
局
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ね
、
逆
に
言

え
ば
、
診
療
所
も
保
険
薬
局
も
、
専
門
性
を
持
た
な
い
と
淘
汰
さ
れ

る
時
代
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
と
も
と
れ
ま
す
」

　
た
だ
単
に
薬
局
を
構
え
て
、
薬
を
売
っ
て
い
れ
ば
儲
か
る
時
代
で

は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
国
を
挙
げ
て
在

宅
医
療
を
進
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
医
療
の
流
れ
を
理
解
し
て
お
か

な
い
と
、
今
は
繁
栄
を
き
わ
め
て
い
る
保
険
薬
局
が
取
り
残
さ
れ
、

淘
汰
さ
れ
る
事
態
に
陥
る
の
も
意
外
と
早
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
少
し
た
ど
た
ど
し
い
が
、
チ
ェ
ロ
の
奥
深
い
音
が
流
れ
る
。
在
宅

医
療
の
険
し
い
道
を
切
り
拓
く
人
が
奏
で
る
音
は
、
音
楽
の
妙
な
の

で
あ
ろ
う
、
何
か
し
ら
心
に
響
く
も
の
が
あ
る
か
ら
不
思
議
だ
。

PROFILE
かわごえ・こう
1947年 山口県山口市生まれ
1966年 私立広島学院高校卒業
1973年  東京大学医学部卒業。以後、茨城県立中

央病院産婦人科医長、東京大学講師、白
十字診療所在宅ホスピス部長を歴任

1994年 社会福祉法人賛育会 賛育会病院院長
2000年  医療法人社団パリアン クリニック川越

院長
2010年  第６回ヘルシー・ソサエティ賞受賞

薬
局
で
薬
を
売
っ
て
い
れ
ば
儲
か
る
時
代
の
終
焉
。

医
療
の
流
れ
を
見
き
わ
め
て
い
か
な
い
と
淘
汰
さ
れ
る
。
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師
は
処
方
を
し
ま
す
が
、
実
際
、
在
宅
の
医
療
現
場
に
行
っ
て
、
患

者
さ
ん
が
き
ち
ん
と
飲
ん
で
い
る
か
、
効
き
目
は
ど
う
か
、
副
作
用

は
ど
う
な
の
か
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
患
者
家
族
か
ら
の
聴

取
を
す
る
の
は
看
護
師
な
の
で
す
。

　
看
護
師
か
ら
患
者
の
状
況
を
聞
い
て
、
医
師
が
薬
の
量
を
変
更
し

た
り
し
ま
す
が
、
医
師
は
か
な
り
忙
し
く
、
薬
の
プ
ロ
で
は
な
い
の

で
、
実
は
判
断
に
自
信
を
持
て
な
い
ケ
ー
ス
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

　
新
薬
が
続
々
と
発
売
さ
れ
、
副
作
用
や
飲
み
合
わ
せ
も
複
雑
に
な

り
、
医
師
の
知
識
が
追
い
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
看
護
師
が

気
づ
き
、
最
近
は
看
護
師
と
薬
剤
師
が
相
談
し
、
結
論
を
出
し
て
、

薬
剤
師
が
僕
に
『
ど
う
で
し
ょ
う
？
』
と
尋
ね
る
場
合
も
増
え
て
き

ま
し
た
。
一
昔
前
な
ら
『
自
分
の
処
方
に
ケ
チ
を
つ
け
る
気
か
！
』

と
激
怒
す
る
医
師
も
い
た
で
し
ょ
う
が
、
今
は
す
ん
な
り
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
入
れ
ま
す
し
、
あ
り
が
た
い
と
さ
え
思
っ
て
い
ま
す
」

　
服
用
す
る
薬
の
調
整
が
、
薬
剤
師
と
看
護
師
と
の
連
携
で
行
わ
れ

て
い
る
と
は
少
し
驚
き
で
あ
っ
た
。
患
者
の
も
っ
と
も
近
く
に
い
る

の
は
看
護
師
で
、
薬
学
教
育
を
受
け
て
い
な
い
ま
で
も
薬
の
知
識
を

豊
富
に
持
っ
て
い
る
。
在
宅
の
場
に
は
、
医
師
と
看
護
師
が
い
れ
ば

十
分
、
薬
剤
師
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
。

「
そ
れ
は
、
も
う
25
年
前
の
話
で
す
。
今
の
在
宅
医
療
で
、
そ
ん
な

こ
と
を
言
っ
た
ら
笑
わ
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。
病
院
な
ら
ば
ね
、
医
師
が

指
示
し
た
ら
薬
は
患
者
さ
ん
の
も
と
に
全
部
届
き
ま
す
。
だ
け
ど
、

在
宅
医
療
の
場
で
は
看
護
師
が
ど
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
も
、
薬
剤
師

を
経
な
け
れ
ば
薬
を
準
備
し
て
届
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
疼
痛
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
に
使
用
す
る
取
り
扱
い
注
意
の
薬
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
」

　
看
護
師
は
任
さ
れ
る
仕
事
が
多
く
、
必
然
的
に
器
用
に
な
ん
で
も

こ
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
、
疾
患
に
よ
っ
て
は
、
全
部
を
や

ろ
う
と
思
え
ば
で
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
リ
ハ
ビ
リ
だ
っ
て
、
理
学

療
法
士
が
絶
対
に
必
要
だ
と
は
限
ら
な
い
。
リ
ハ
ビ
リ
看
護
と
い
う

も
の
も
あ
る
。
特
定
の
医
行
為
に
対
し
て
、
一
定
の
条
件
の
も
と
に

医
療
行
為
を
代
行
す
る
時
代
が
く
る
と
言
う
人
も
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
と
薬
に
関
し
て
は
、
学
生
時
代
に
習
っ
た
、
現
場
で

知
識
を
身
に
つ
け
た
─
─
そ
ん
な
レ
ベ
ル
で
は
と
う
て
い
対
応
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
高
い
専
門
性
を
有
し
た
薬
剤
師
の
代
わ

り
は
、
や
す
や
す
と
は
務
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

◆
　
◆
　
◆

　
在
宅
医
療
に
薬
剤
師
の
存
在
が
必
須
な
の
は
、
理
解
で
き
た
。
う

れ
し
い
こ
と
だ
が
、
私
だ
け
だ
ろ
う
か
、
患
者
宅
に
医
師
や
看
護
師

と
と
も
に
赴
く
イ
メ
ー
ジ
は
持
ち
に
く
い
。

「
在
宅
医
療
に
参
加
す
る
、
専
門
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
と
、
ま
ず

は
患
者
さ
ん
の
そ
ば
に
行
く
─
─
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
短

絡
で
す
。
保
険
薬
局
に
い
て
医
師
の
相
談
に
乗
り
、
医
師
の
処
方
に

対
し
薬
を
準
備
し
て
患
者
宅
に
届
け
て
服
薬
指
導
を
す
る
。
薬
剤
師

に
は
薬
剤
師
な
り
の
、
在
宅
を
支
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま
す
。

　
薬
を
運
ぶ
だ
け
な
ら
宅
配
便
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
荷
物

運
び
と
は
違
う
役
を
担
っ
て
患
者
宅
に
薬
を
届
け
る
わ
け
で
す
。
訪

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
。

在
宅
で
服
薬
管
理
を
す
る
の
は
、基
本
的
に
は
看
護
師
。

彼
ら
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、ベ
ス
ト
の
処
方
を
提
案
。
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理
解
し
て
お
か

な
い
と
、
今
は
繁
栄
を
き
わ
め
て
い
る
保
険
薬
局
が
取
り
残
さ
れ
、

淘
汰
さ
れ
る
事
態
に
陥
る
の
も
意
外
と
早
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
少
し
た
ど
た
ど
し
い
が
、
チ
ェ
ロ
の
奥
深
い
音
が
流
れ
る
。
在
宅

医
療
の
険
し
い
道
を
切
り
拓
く
人
が
奏
で
る
音
は
、
音
楽
の
妙
な
の

で
あ
ろ
う
、
何
か
し
ら
心
に
響
く
も
の
が
あ
る
か
ら
不
思
議
だ
。

PROFILE
かわごえ・こう
1947年 山口県山口市生まれ
1966年 私立広島学院高校卒業
1973年  東京大学医学部卒業。以後、茨城県立中

央病院産婦人科医長、東京大学講師、白
十字診療所在宅ホスピス部長を歴任

1994年 社会福祉法人賛育会 賛育会病院院長
2000年  医療法人社団パリアン クリニック川越

院長
2010年  第６回ヘルシー・ソサエティ賞受賞

薬
局
で
薬
を
売
っ
て
い
れ
ば
儲
か
る
時
代
の
終
焉
。

医
療
の
流
れ
を
見
き
わ
め
て
い
か
な
い
と
淘
汰
さ
れ
る
。
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一般社団法人全国訪問看護事業協会会長

伊藤 雅治

取材／『 ターンアップ 』編集長：武田 宏

編集長対談
ヴォイス ─────────── o i ce

厚生労働省官房審議官時代、薬害エイズ問題の解決に取り組んだ伊藤雅治氏は、

退官後、全国社会保険協会連合会理事長として社会保険病院の改革を実施し、

現在の独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）病院の礎を築いた。

その伊藤氏が、今、全国訪問看護事業協会会長の職を務める。

訪問看護の現場は、文字どおり看護師によって支えられているが、

伊藤氏によると、年々、現場の看護師から薬剤師との協働を求める声があがっているという。

薬剤師と看護師の協働が
在宅医療を新たな段階に導き

レベルアップさせる

   10

　取材で訪れたクリニック川越の
最寄り駅である森下駅から地下鉄
で１駅、清澄白河駅のすぐそばに
は広大な緑が広がる。住宅が建て
込む下町では貴重なこの緑地の名
は「清澄庭園」。日本庭園の一種
で泉の周囲に築山や枯山水を配置
した回遊式林泉庭園である。

●
　庭園が位置する場所には、江戸
時代半ば、謎の多い豪商として知
られる紀伊國屋文左衛門の屋敷が
あったと伝えられる。1716年から
1736年の間には、下総国関宿藩主
である久世氏の下屋敷となり、庭
園のもとがかたちづくられた。し
かし、その後、庭園は荒廃してし
まったという。
　世の中から忘れられかけた庭園
が復活の道を歩み始めたのは明治
になってから。1878年、三菱財閥
の創立者、岩崎弥太郎が庭園を含
む一帯約３万坪の土地を取得。社
員の慰安や、貴賓をもてなす場に

しようと造園に乗り出したのだ。
そして1880年、「深川親睦園」と
して竣工した。その後も、造園は
つづけられ、近くを流れる隅田川
の水を引いた「大泉水」や、富士
山をイメージした築山がつくられ
た。さらに、園内のあちこちには
岩崎家が自社の汽船を用いて、わ
ざわざ全国各地から取り寄せた名
石を配置した。岩崎家の造園に対
する並々ならぬ力の入れようを感
じる。
　その結果、江戸時代に歴史が始
まった回遊式林泉庭園は、当園に
よって完成したと言われるほどの
評価を得た。

●
　1923年、関東大震災が発災し、
庭園も被害を受けるが、計らずも
近隣住民の避難所となり、多くの
人命を救った。所有者である岩崎
家は、庭園が備えていた防災機能
に着目し、翌年、損壊の少なかっ
た東側半分を公園用地として東京
市（当時）に寄附。市が再整備を
行い、1932年に市の公園として開

園したのが、現在の清澄庭園だ。
市民の憩いの場として親しまれた
のはもちろん、岩崎家が考えたよ
うに防災面での利用価値も高く、
1945年の東京大空襲では、たくさ
んの人々の避難場所となった。

●
　現在の庭園のすぐ横には、通行
量の多い大通りが走っているが、
園内に入ると、うそのように静寂
が広がる。周回コースの中には、
大泉水の端に置かれた石の上を歩
く「磯渡り」も施され、人間に慣
れた鯉やカルガモが間近に寄って
来る。足元へ向けられた視線を上
に向けると、歩を進めるたびに景
観が変わって見えるという趣向に
目を見張った。訪れる人を魅了す
る数々のしかけに、感嘆するばか
りであった。

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。

清澄庭園
（東京都江東区）

DATA
清澄庭園
所在地：東京都江東区清澄３-３-９

富士山を模した築山。関東大震災以前は山頂にツ
ツジが植えられ、たなびく雲を表現していたという

名石のひとつ、伊豆川奈石。このほかにも紀州青
石、生駒石、佐渡赤玉石など多くの名石がある

大泉水の磯渡りは３ヵ所あり、写真はその中でも
特に大きな石が用いられている「大磯渡り」

大泉水に突き出るように建つ「涼亭」。1909年、
英国からの国賓を迎えるために岩崎家が建設した
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伊
藤
　
加
え
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
利

用
者
や
家
族
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
の
電
話
が
か

か
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
内
訳
を
調
べ
た
あ
る
調

査
に
よ
る
と
、
薬
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
上
位
５

番
目
ま
で
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
夜
間
・
深
夜
の
時

間
帯
に
多
い
よ
う
で
す
。

　
24
時
間
オ
ン
コ
ー
ル
は
訪
問
看
護
師
に
と
っ
て
非

常
に
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
看

護
師
に
は
答
え
る
の
が
難
し
い
薬
の
質
問
に
は
、
薬

剤
師
と
の
協
働
が
必
要
で
す
。

│
│
特
に
、
が
ん
治
療
な
ど
に
お
け
る
疼
痛
管
理
の

よ
う
に
麻
薬
を
用
い
る
場
合
、
看
護
師
の
方
の
手
に

は
あ
ま
る
で
し
ょ
う
ね
。

伊
藤
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
【
資
料
３
】
は
、

特
別
な
医
療
処
置
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
対
し
、

ど
れ
だ
け
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
対
応
で
き

る
か
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
が
、
「
麻
薬
を
用
い
た

疼
痛
管
理
」
で
は
、
17
・
３
％
が
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

│
│
抗
が
ん
剤
を
服
用
す
る
方
や
、
疼
痛
管
理
を
必

要
と
す
る
方
は
、
高
齢
化
の
進
行
に
と
も
な
い
、
今

後
ま
す
ま
す
増
え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
薬
剤
師
が

知
見
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
が
広
が
り

そ
う
で
す
。

伊
藤
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
体
制

に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
訪
問
看
護
制
度
が
、

当
初
は
高
齢
者
の
寝
た
き
り
予
防
を
目
的
に
ス
タ
ー

ト
し
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

保
健
師
の
看
護
職
３
種
類
と
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
の
リ
ハ
ビ
リ
職
が
制
度
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

（出典：全国訪問看護事業協会「訪問看護の質の確保と安全なサービス提供に関する調
査研究事業〜訪問看護ステーションのサービスの提供体制に着目して〜」より作成）

【資料３】特別な医療処置を必要とする利用者の受け入れ状況

■受け入れ体制あり　■受け入れ体制なし

10 20 30 40 50 60 70 80 90

経管栄養法（胃ろうを含む）

在宅中心静脈栄養法（IVH）

点滴・静脈注射

膀胱留置カテーテル

胃ろう・膀胱ろう

在宅酸素療法(HOT）

人工呼吸療法

在宅自己腹膜灌流（CAPD）

人工肛門（ストマ）

人工膀胱

気管カニューレ

吸引

麻薬を用いた疼痛管理

その他

0 100
（％）

（出典：厚生労働省統計情報部訪問看護実態調査〈1998、1999年〉、厚生労働省統計情
報部介護サービス施設・事業所調査〈2000〜2013年〉より作成）

【資料２】訪問看護サービス利用者に適用される保険の割合

■医療保険　■介護保険

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2013
（年）

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0 100
（％）

95.1

81.3

93.7

95.0

81.7

94.9

70.2

45.3

90.4

67.6

83.9

94.8

82.7

17.1

4.9

18.7

6.3

5.0

18.3

5.1

29.8

54.7

9.6

32.4

16.1

5.2

17.3

83.9

26.0 74.0

25.5 74.5

24.0 76.0

23.4 76.6

23.1 76.9

21.8 78.2

21.7 78.3

20.5 79.5

17.9 82.1

17.5 82.5

16.7 83.3

17.8 82.2

18.2 81.8

17.2 82.8

100

100
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訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

管
理
者
が
医
師
以
外
で
も

診
療
報
酬
が
配
分
さ
れ
る

│
│
簡
単
に
、
貴
協
会
の
成
り
立
ち
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

伊
藤
　
訪
問
看
護
の
制
度
的
な
変
遷
に
も
と
づ
い
て

ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
１
９
８
２
年
に
老
人

保
健
法
が
制
定
さ
れ
て
、
看
護
師
に
よ
る
保
健
事
業

と
し
て
の
機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。
将
来
的
に
、
増
加
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
高

齢
者
の
寝
た
き
り
を
予
防
す
る
こ
と
が
大
き
な
テ
ー

マ
で
し
た
。

　
し
か
し
、
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
進
む
高
齢
化
で
予

防
は
追
い
つ
か
ず
、
寝
た
き
り
の
高
齢
者
が
激
増
し

て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
１
９
９
２
年
よ
り
実
施
さ

れ
た
の
が
老
人
訪
問
看
護
制
度
。
看
護
師
が
直
接
、

家
庭
を
訪
問
し
て
、
寝
た
き
り
の
高
齢
者
の
在
宅
療

養
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
に
保
険
点
数
が
つ
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
同
制
度
は
医
師
以
外
、
つ
ま
り
看
護
師
が
事
業
所

の
管
理
者
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
診
療
報
酬
が
配

分
さ
れ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
、
画
期
的
な
制
度
と

言
え
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
組
織
化
を
図
る
べ
き
と
の
声
が
上
が
り
、

１
９
９
５
年
に
発
足
し
た
の
が
当
協
会
で
す
。

│
│
ち
ょ
う
ど
今
年
で
、
創
立
20
周
年
を
迎
え
ら
れ

る
の
で
す
ね
。
現
在
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

数
は
、
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

伊
藤
　
当
協
会
発
足
後
、
ほ
ぼ
ず
っ
と
増
加
傾
向
に

あ
り
、
２
０
０
０
年
に
介
護
保
険
法
が
施
行
さ
れ
、

訪
問
看
護
事
業
が
、
医
療
保
険
、
介
護
保
険
の
双
方

に
対
応
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
が
追
い
風
と
な

り
、
２
０
１
５
年
現
在
で
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

数
は
約
８
２
０
０
軒
（【
資
料
１
】）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
訪
問
看
護
師
４
万
人
、
訪
問
看
護

利
用
者
42
万
人
で
す
。

在
宅
医
療
の
現
場
で
は

高
度
な
薬
物
治
療
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

│
│
「
在
宅
医
療
で
は
チ
ー
ム
医
療
が
必
須
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
訪
問
看
護
を
推
進
す
る
立
場
に
あ

っ
て
、
他
職
種
と
の
連
携
の
必
要
性
を
感
じ
る
機
会

は
あ
り
ま
す
か
。

伊
藤
　
現
場
の
様
子
を
耳
に
す
る
に
つ
れ
、
薬
剤
師

と
の
連
携
は
欠
か
せ
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
理
由

は
明
確
で
す
。
【
資
料
２
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
同
資
料
は
、
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
医
療

保
険
と
介
護
保
険
の
ど
ち
ら
の
適
用
を
受
け
て
い
る

か
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。
か
つ
て
、
す
べ
て
の
訪

問
看
護
は
医
療
保
険
に
も
と
づ
い
た
サ
ー
ビ
ス
で
し

た
が
、
２
０
０
０
年
に
介
護
保
険
制
度
が
誕
生
し
、

訪
問
看
護
は
基
本
的
に
介
護
保
険
に
根
拠
を
置
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
医
師
が
判
断
し
、
特
別
な
医
療
処
置
が

必
要
と
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
医
療
保
険
が
適

用
さ
れ
る
例
外
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象

者
は
制
度
発
足
時
の
17
・
２
％
か
ら
２
０
１
３
年
に

は
26
・
０
％
ま
で
増
え
、
訪
問
看
護
利
用
者
の
４
分

の
１
に
達
し
て
い
ま
す
。

│
│
医
師
か
ら
「
特
別
な
医
療
処
置
の
指
示
」
が
出

さ
れ
、
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
と
は
？

伊
藤
　
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
る
利
用
者
は
、
主
に

が
ん
末
期
患
者
や
難
病
患
者
な
ど
で
す
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
方
々
は
高
度
な
薬
物
治
療
を
必
要
と
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
こ
で
、
対
応
に
苦
慮
す
る
現
場

の
訪
問
看
護
師
か
ら
、
「
薬
剤
師
と
い
っ
し
ょ
に
訪

問
し
た
い
」
と
の
要
望
が
、
数
多
く
当
協
会
に
寄
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

│
│
複
雑
な
服
薬
管
理
や
指
導
が
必
要
と
な
れ
ば
、

薬
剤
師
が
存
分
に
能
力
を
発
揮
で
き
る
分
野
で
す
。

【資料１】訪問看護ステーション数（全国）

 
 

■ 訪問看護実態調査／介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省統計情報部）
■ 訪問看護ステーション数調査（ 全国訪問看護事業協会 ）
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伊
藤
　
加
え
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
利

用
者
や
家
族
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
の
電
話
が
か

か
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
内
訳
を
調
べ
た
あ
る
調

査
に
よ
る
と
、
薬
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
上
位
５

番
目
ま
で
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
夜
間
・
深
夜
の
時

間
帯
に
多
い
よ
う
で
す
。

　
24
時
間
オ
ン
コ
ー
ル
は
訪
問
看
護
師
に
と
っ
て
非

常
に
大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
看

護
師
に
は
答
え
る
の
が
難
し
い
薬
の
質
問
に
は
、
薬

剤
師
と
の
協
働
が
必
要
で
す
。

│
│
特
に
、
が
ん
治
療
な
ど
に
お
け
る
疼
痛
管
理
の

よ
う
に
麻
薬
を
用
い
る
場
合
、
看
護
師
の
方
の
手
に

は
あ
ま
る
で
し
ょ
う
ね
。

伊
藤
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
【
資
料
３
】
は
、

特
別
な
医
療
処
置
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
対
し
、

ど
れ
だ
け
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
対
応
で
き

る
か
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
が
、
「
麻
薬
を
用
い
た

疼
痛
管
理
」
で
は
、
17
・
３
％
が
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

│
│
抗
が
ん
剤
を
服
用
す
る
方
や
、
疼
痛
管
理
を
必

要
と
す
る
方
は
、
高
齢
化
の
進
行
に
と
も
な
い
、
今

後
ま
す
ま
す
増
え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
薬
剤
師
が

知
見
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
が
広
が
り

そ
う
で
す
。

伊
藤
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
体
制

に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
訪
問
看
護
制
度
が
、

当
初
は
高
齢
者
の
寝
た
き
り
予
防
を
目
的
に
ス
タ
ー

ト
し
た
経
緯
が
あ
る
た
め
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

保
健
師
の
看
護
職
３
種
類
と
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
の
リ
ハ
ビ
リ
職
が
制
度
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

（出典：全国訪問看護事業協会「訪問看護の質の確保と安全なサービス提供に関する調
査研究事業〜訪問看護ステーションのサービスの提供体制に着目して〜」より作成）

【資料３】特別な医療処置を必要とする利用者の受け入れ状況

■受け入れ体制あり　■受け入れ体制なし
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その他
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（出典：厚生労働省統計情報部訪問看護実態調査〈1998、1999年〉、厚生労働省統計情
報部介護サービス施設・事業所調査〈2000〜2013年〉より作成）

【資料２】訪問看護サービス利用者に適用される保険の割合
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ス
が
少
な
く
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
一
方
、
保
険
薬
局
は
こ
う
し
た
材
料
の
供
給
拠
点

に
な
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

│
│
２
０
１
４
年
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
保
険
薬

局
が
そ
れ
ら
の
供
給
拠
点
を
担
う
と
明
記
さ
れ
ま
し

た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
事
実
は
医
療
者
の
方
々
に

広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
我
々
、
薬
剤

師
が
、
認
知
を
高
め
る
活
動
を
す
べ
き
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
ほ
か
に
も
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

伊
藤
　
利
用
者
の
方
は
高
齢
者
で
す
。
必
然
的
に
多

く
の
慢
性
疾
患
を
抱
え
、
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診

し
て
い
る
方
が
大
勢
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
服
薬
情
報
の

一
元
管
理
を
薬
剤
師
の
方
に
担
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

│
│
か
つ
て
、
病
院
薬
剤
師
が
病
棟
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
際
、
長
年
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
い
た
看
護
師

の
方
か
ら
「
来
な
く
て
も
い
い
」
と
言
わ
れ
た
薬
剤

師
も
い
た
よ
う
で
す
。
在
宅
医
療
に
お
い
て
も
、
同

様
な
こ
と
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
薬

剤
師
が
多
く
い
ま
す
。

伊
藤
　
薬
剤
師
の
在
宅
医
療
の
現
場
へ
の
進
出
を
あ

ま
り
強
く
意
識
し
て
い
な
い
看
護
師
は
い
ま
だ
に
存

在
す
る
よ
う
で
す
が
、
多
職
種
協
働
が
定
着
し
つ
つ

あ
り
、
医
療
が
高
度
化
す
る
今
、
看
護
師
の
間
で
は

皆
と
い
っ
し
ょ
に
地
域
で
役
立
つ
シ
ス
テ
ム
を
つ
く

り
上
げ
よ
う
と
の
考
え
方
が
確
実
に
浸
透
し
て
き
て

い
ま
す
。

　
私
は
、
訪
問
看
護
師
団
体
の
代
表
を
務
め
る
立
場

か
ら
、
従
来
の
考
え
に
固
執
す
る
看
護
師
の
方
に
は

「
そ
れ
は
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
躊
躇
な

く
言
い
ま
す
。

│
│
看
護
師
と
薬
剤
師
が
、
互
い
に
胸
襟
を
開
い
て

話
し
合
う
よ
う
な
場
が
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。

伊
藤
　
当
協
会
を
含
む
看
護
師
関
連
の
各
種
団
体
と

薬
剤
師
の
職
能
団
体
の
ト
ッ
プ
が
率
先
し
て
意
見
交

換
を
始
め
る
の
が
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
。
お
そ

ら
く
、
両
者
と
も
に
「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
ら
っ

た
ら
助
か
る
な
」、
「
こ
ん
な
仕
組
み
で
あ
れ
ば
協

働
し
や
す
い
の
に
」
と
い
っ
た
思
い
を
持
っ
て
い
る

は
ず
。

　
本
音
を
言
い
合
え
る
場
が
あ
れ
ば
、
予
想
以
上
に

看
護
師
と
薬
剤
師
の
協
働
は
速
や
か
に
進
む
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

│
│
行
政
の
協
力
も
不
可
欠
で
す
。

伊
藤
　
厚
生
労
働
省
内
で
は
現
在
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
や
医
療
と
介
護
の
連
携
推
進
な
ど
に
つ
い

て
、
細
か
い
ル
ー
ル
づ
く
り
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
最
中
で
す
が
、
薬
系
技
官
に
も
っ
と
地
域
医
療
の

仕
組
み
づ
く
り
に
関
与
し
て
ほ
し
い
と
希
望
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
ま
ま
で
は
、
保
険
薬
局
の
機
能
や
薬
剤
師
の

職
能
が
正
し
く
理
解
さ
れ
ず
、
十
分
に
活
用
さ
れ
な

い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

│
│
薬
局
薬
剤
師
に
何
が
で
き
る
の
か
、
我
々
か
ら

行
政
に
対
し
て
、
し
っ
か
り
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
方

策
を
早
速
、
考
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
本
日
は
、
薬
剤
師
が
在
宅
医
療
に
関
し
て
何
を
す

べ
き
か
が
明
確
に
理
解
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
いとう・まさはる
1968年新潟大学医学部卒業、新潟県衛生部。1971年厚生省公衆衛
生局結核予防課。1975年在サンパウロ日本国総領事館領事。1978
年国際協力事業団医療協力部医療第二課長。1980年厚生省環境衛
生局食品衛生課。1982年青森県環境保健部長。1985年厚生省保健
医療局健康増進栄養課長。1986年厚生省保健医療局感染症対策室
長。1989年厚生省老人保健課長。1992年厚生省健康政策局計画課長。
1994年厚生省大臣官房審議官（科学技術・児童家庭担当）。1998年
厚生省保健医療局長。1999年厚生省健康政策局長。2001年厚生労
働省医政局長、全国社会保険協会連合会副理事長。2003年全国社
会保険協会連合会理事長。2013年現職
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現
状
で
は
、
薬
剤
師
は
枠
の
外
に
置
か
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
し
た
環
境
下
で
も
、
な
ん
ら
か
の
か
た

ち
で
、
薬
剤
師
が
関
与
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
地
域
の
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
が
、

い
っ
し
ょ
に
利
用
者
宅
を
訪
問
し
て
、
看
護
師
に
は

な
か
な
か
手
が
及
ば
な
い
薬
剤
に
関
す
る
部
分
の
ケ

ア
を
す
れ
ば
、
在
宅
医
療
の
質
が
上
が
る
の
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

訪
問
看
護
だ
け
で
な
く

他
職
種
が
多
機
能
を
果
た
す

″
在
宅
ス
タ
ッ
フ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン″

へ

│
│
そ
も
そ
も
論
に
な
り
ま
す
が
、
な
ぜ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
看
護
師
を
中
心
と
し
た
制
度
と
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

伊
藤
　
日
本
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
制
度

立
ち
上
げ
時
に
、
旧
西
ド
イ
ツ
の
シ
ス
テ
ム
を
参
考

に
し
ま
し
た
。

　
同
国
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
該
当
す
る
ソ

ー
シ
ャ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
訪
問
看
護
に
加
え
て

介
護
と
生
活
支
援
の
３
つ
の
機
能
を
備
え
て
お
り
、

看
護
師
が
診
療
の
補
助
行
為
、
介
護
士
が
入
浴
な
ど

療
養
上
の
介
助
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
資
格
を
持
た

な
い
別
の
職
種
が
生
活
支
援
を
行
う
も
の
で
し
た
。

３
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を
ひ
と
つ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
が
提
供
す
る
点
で
た
い
へ
ん
合
理
的
で
あ
り

厚
生
省
（
当
時
）
老
人
保
健
課
長
と
し
て
実
際
に
現

地
に
赴
い
た
私
は
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
当
時
の
我
が
国
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、

利
用
申
し
込
み
者
に
対
し
、
自
治
体
が
条
件
を
満
た

し
て
い
る
か
を
審
査
し
、
結
果
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
可
否
や
、
利
用
先
が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
し

た
。
利
用
者
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
に
く
い
、
い
わ
ゆ

る
「
措
置
制
度
」
の
時
代
で
す
。
ゆ
え
に
旧
西
ド
イ

ツ
の
よ
う
な
先
進
的
サ
ー
ビ
ス
を
全
面
的
に
導
入
す

る
の
は
難
し
く
、
訪
問
看
護
の
部
分
だ
け
を
と
り
出

し
て
制
度
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
日
本
の
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

│
│
看
護
師
が
柱
を
な
す
制
度
に
対
し
、
他
職
種
の

反
応
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤
　
老
人
保
健
課
長
と
し
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
立
ち
上
げ
に
直
接
、
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た

が
、
看
護
師
の
み
が
単
独
で
事
業
所
を
持
て
る
制
度

に
対
し
、
リ
ハ
ビ
リ
職
な
ど
他
職
種
の
団
体
か
ら
は

「
な
ぜ
、
看
護
師
の
運
営
す
る
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
入

っ
て
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
自
分
た

ち
も
、
単
独
で
事
業
所
を
開
設
で
き
る
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
」
と
の
陳
情
を
何
度
も
受
け
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
た
び
に
私
は
制
度
の
理
念
を
次
の
よ
う
に

お
話
し
し
て
説
得
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　「
こ
の
制
度
で
は
、
自
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

利
用
者
の
立
場
に
立
ち
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
い
か

に
迅
速
に
届
け
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
が
個
別
に
事
業
所
を
設
け
て
い

て
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
逆
に
不
便
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
」
─
─
。
制
度
の
枠
組
み
は
あ
る
に
し
て
も

職
種
間
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、
横
断
的
な
仕
組
み
を

地
域
に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
わ
け

で
す
。

│
│
な
る
ほ
ど
。
薬
剤
師
と
の
協
働
を
進
め
よ
う
と

の
お
考
え
も
、
そ
う
し
た
理
念
の
一
環
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
し
か
し
、
在
宅
医
療
で
チ
ー
ム
医
療
の
必

要
性
が
高
ま
っ
て
い
け
ば
、
現
在
の
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
の
ま
ま
で
は
、
機
動
力
の
限
界
に
達
す
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤
　
病
院
で
は
、
か
つ
て
の
「
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
」
に
代
わ
り
、
「
ス
タ
ッ
フ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

が
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
同
様
に
在
宅
医

療
で
も
、
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
「
在

宅
ス
タ
ッ
フ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
概
念
を
進
化
さ
せ

る
と
き
が
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
利
用
者
の
自
宅
が
“
病
室
”
だ
と
考
え
る
と
、
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
看
護
師
だ
け
の
詰
め
所
で

あ
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
栄
養
管
理
に
は
管
理
栄
養

士
が
必
要
で
す
し
、
嚥
下
性
肺
炎
の
予
防
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
口
腔
ケ
ア
に
は
、
歯
科
衛
生
士
が
必

要
。
そ
し
て
、
高
度
な
薬
剤
の
取
り
扱
い
に
は
薬
剤

師
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
私
は
、
他
職
種
が
、
最
低
、
非
常
勤
で
働
い
た
際

に
も
、
き
ち
ん
と
報
酬
が
出
る
よ
う
な
か
た
ち
を
実

現
す
べ
く
、
厚
生
労
働
省
に
も
働
き
か
け
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

保
険
薬
局
に
期
待
す
る
の
は

医
療
材
料
や
介
護
用
品
の

確
か
な
供
給
ル
ー
ト
と
な
る
こ
と

│
│
近
年
、
い
く
つ
か
の
保
険
薬
局
は
積
極
的
に
在

宅
医
療
支
援
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
早
急

に
保
険
薬
局
が
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

伊
藤
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
医
療
を
受
け
る
利
用
者
に
対
す
る
衛
生
材

料
や
医
療
材
料
の
適
切
な
確
保
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。

　
こ
れ
ら
は
本
来
、
利
用
者
が
受
診
し
て
い
る
医
療

機
関
か
ら
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
か
か
り
つ
け

医
が
い
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
供
給
が

ス
ム
ー
ズ
に
い
か
ず
、
結
果
的
に
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
が
費
用
を
持
ち
出
し
て
購
入
し
て
い
る
ケ
ー
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ス
が
少
な
く
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　
一
方
、
保
険
薬
局
は
こ
う
し
た
材
料
の
供
給
拠
点

に
な
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

│
│
２
０
１
４
年
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
保
険
薬

局
が
そ
れ
ら
の
供
給
拠
点
を
担
う
と
明
記
さ
れ
ま
し

た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
事
実
は
医
療
者
の
方
々
に

広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
我
々
、
薬
剤

師
が
、
認
知
を
高
め
る
活
動
を
す
べ
き
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
ほ
か
に
も
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

伊
藤
　
利
用
者
の
方
は
高
齢
者
で
す
。
必
然
的
に
多

く
の
慢
性
疾
患
を
抱
え
、
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診

し
て
い
る
方
が
大
勢
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
服
薬
情
報
の

一
元
管
理
を
薬
剤
師
の
方
に
担
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

│
│
か
つ
て
、
病
院
薬
剤
師
が
病
棟
に
出
る
よ
う
に

な
っ
た
際
、
長
年
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
い
た
看
護
師

の
方
か
ら
「
来
な
く
て
も
い
い
」
と
言
わ
れ
た
薬
剤

師
も
い
た
よ
う
で
す
。
在
宅
医
療
に
お
い
て
も
、
同

様
な
こ
と
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
薬

剤
師
が
多
く
い
ま
す
。

伊
藤
　
薬
剤
師
の
在
宅
医
療
の
現
場
へ
の
進
出
を
あ

ま
り
強
く
意
識
し
て
い
な
い
看
護
師
は
い
ま
だ
に
存

在
す
る
よ
う
で
す
が
、
多
職
種
協
働
が
定
着
し
つ
つ

あ
り
、
医
療
が
高
度
化
す
る
今
、
看
護
師
の
間
で
は

皆
と
い
っ
し
ょ
に
地
域
で
役
立
つ
シ
ス
テ
ム
を
つ
く

り
上
げ
よ
う
と
の
考
え
方
が
確
実
に
浸
透
し
て
き
て

い
ま
す
。

　
私
は
、
訪
問
看
護
師
団
体
の
代
表
を
務
め
る
立
場

か
ら
、
従
来
の
考
え
に
固
執
す
る
看
護
師
の
方
に
は

「
そ
れ
は
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
躊
躇
な

く
言
い
ま
す
。

│
│
看
護
師
と
薬
剤
師
が
、
互
い
に
胸
襟
を
開
い
て

話
し
合
う
よ
う
な
場
が
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。

伊
藤
　
当
協
会
を
含
む
看
護
師
関
連
の
各
種
団
体
と

薬
剤
師
の
職
能
団
体
の
ト
ッ
プ
が
率
先
し
て
意
見
交

換
を
始
め
る
の
が
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
。
お
そ

ら
く
、
両
者
と
も
に
「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
ら
っ

た
ら
助
か
る
な
」、
「
こ
ん
な
仕
組
み
で
あ
れ
ば
協

働
し
や
す
い
の
に
」
と
い
っ
た
思
い
を
持
っ
て
い
る

は
ず
。

　
本
音
を
言
い
合
え
る
場
が
あ
れ
ば
、
予
想
以
上
に

看
護
師
と
薬
剤
師
の
協
働
は
速
や
か
に
進
む
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

│
│
行
政
の
協
力
も
不
可
欠
で
す
。

伊
藤
　
厚
生
労
働
省
内
で
は
現
在
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
や
医
療
と
介
護
の
連
携
推
進
な
ど
に
つ
い

て
、
細
か
い
ル
ー
ル
づ
く
り
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
最
中
で
す
が
、
薬
系
技
官
に
も
っ
と
地
域
医
療
の

仕
組
み
づ
く
り
に
関
与
し
て
ほ
し
い
と
希
望
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
ま
ま
で
は
、
保
険
薬
局
の
機
能
や
薬
剤
師
の

職
能
が
正
し
く
理
解
さ
れ
ず
、
十
分
に
活
用
さ
れ
な

い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

│
│
薬
局
薬
剤
師
に
何
が
で
き
る
の
か
、
我
々
か
ら

行
政
に
対
し
て
、
し
っ
か
り
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
方

策
を
早
速
、
考
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
本
日
は
、
薬
剤
師
が
在
宅
医
療
に
関
し
て
何
を
す

べ
き
か
が
明
確
に
理
解
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
いとう・まさはる
1968年新潟大学医学部卒業、新潟県衛生部。1971年厚生省公衆衛
生局結核予防課。1975年在サンパウロ日本国総領事館領事。1978
年国際協力事業団医療協力部医療第二課長。1980年厚生省環境衛
生局食品衛生課。1982年青森県環境保健部長。1985年厚生省保健
医療局健康増進栄養課長。1986年厚生省保健医療局感染症対策室
長。1989年厚生省老人保健課長。1992年厚生省健康政策局計画課長。
1994年厚生省大臣官房審議官（科学技術・児童家庭担当）。1998年
厚生省保健医療局長。1999年厚生省健康政策局長。2001年厚生労
働省医政局長、全国社会保険協会連合会副理事長。2003年全国社
会保険協会連合会理事長。2013年現職
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　「人間は二度死ぬ」という言葉を聞いたことがある。

　引用しようと出典を調べると、意外にも近代の俳優の

言葉だった。あまりに金言なので、古代ローマだとか中

世ヨーロッパだとかの思想家の言葉のように思い込んで

いた。

　人間は肉体が滅びたときだけでなく、そのあとで皆の

記憶から消えたときにもう一度死ぬとの意味だが、見方

を変えると「人は肉体が滅んだあとも愛する存在に影響

を与えられる」わけで、すべての存在に課せられた死、

消滅という運命を考える際に、逝く者にとっても遺され

る者にとっても、よすがとなると感じる。どちらかと言

えば、現世で生きている者を慰める意味合いでたびたび

思い出す言葉だ。

＊

　もう直接、話しはできない、とても大切な人たちがい

る。そのうちのおひとりの話。「師・先生」という言葉

以外では、その人をうまく表現できない。大学教授をさ

れていたが、私といわゆる師弟関係はないので、じかに

何かを授かったわけではない。しかし私は、その方の教

え子を通して多くの言葉や考え方を教わった。

　先生は、大学で学ぶ専門知識が社会の役に立つことを

めざし、教え子にそのための姿勢を伝える方。知識の伝

授だけではなく知性を育てる方。よく見せようだとか、

いいことを言ってやろうというのではなく、そのとき相

対している存在に向けて、常に誠実に真心の対応をされ

る方だった。

　私の働く薬局に、「薬局薬剤師の在宅医療参画の実情

を見せてほしい」と言う学生さんが来る。患者さんのお

宅までの移動時間などに、なんとはなしにいろいろな話

をする。彼らの中にときどき、くだんの先生のかけらを

見せてくれる門下生がいる。先日、見学に来てくれた学

生さんと、先生の人となりを言葉で描き出そうとして、

ひとしきり盛り上がって話した。

　不思議な時間だった。亡き人を偲ぶ、と言えば、しん

みりした空気になりやすいが、そうではなく、先生が自

分たちの中に生きているのを再確認する作業だ。先生を

思い出すと、社会のために知性を使わねばならないとの

気持ちになるのだ。そして、初対面のその学生さんと先

生を介して融和させてもらう感覚。心の深いところを話

せる友になれる予感がした。

　その場にいないのに先生は生きていて、私たちを今も

成長させてくれ、同志とめぐり会わせてくれる。その学

生さんが「なんだか、先生がいない人とは思えない」と

言った。まったく同感だった。肉体がある存在以上にそ

のとき、その場所に先生は生きていた。

＊

　「人間は二度死ぬ、肉体が滅びたときと、人々に忘れ

去られたとき」──。ならば、先生は永遠に生きておら

れ、私は先生に、弟子たちを通じて今後も出会えるだろ

う。門下生全員の中に生き、そして彼らが社会に役立つ

ことで、その意識は未来に継承されていく。

　直接の門下生ではないからこそ、余計にすばらしいも

のが継承されていく様子を実感できたのかもしれない。

死を超越する「希望」を体験させてもらった。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第14回

4
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ひとしきり盛り上がって話した。

　不思議な時間だった。亡き人を偲ぶ、と言えば、しん

みりした空気になりやすいが、そうではなく、先生が自

分たちの中に生きているのを再確認する作業だ。先生を

思い出すと、社会のために知性を使わねばならないとの

気持ちになるのだ。そして、初対面のその学生さんと先

生を介して融和させてもらう感覚。心の深いところを話

せる友になれる予感がした。

　その場にいないのに先生は生きていて、私たちを今も

成長させてくれ、同志とめぐり会わせてくれる。その学

生さんが「なんだか、先生がいない人とは思えない」と

言った。まったく同感だった。肉体がある存在以上にそ

のとき、その場所に先生は生きていた。

＊

　「人間は二度死ぬ、肉体が滅びたときと、人々に忘れ

去られたとき」──。ならば、先生は永遠に生きておら

れ、私は先生に、弟子たちを通じて今後も出会えるだろ

う。門下生全員の中に生き、そして彼らが社会に役立つ

ことで、その意識は未来に継承されていく。

　直接の門下生ではないからこそ、余計にすばらしいも

のが継承されていく様子を実感できたのかもしれない。

死を超越する「希望」を体験させてもらった。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第14回
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し
、
診
療
報
酬
点
数
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
考
案

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
進
的
あ
る
い
は
高
額

な
医
療
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
、
検
査
や
薬
剤
は

量
を
投
入
す
れ
ば
良
い
と
の
発
想
で
は
な
く
、
費

用
対
効
果
を
測
定
す
る
仕
組
み
を
制
度
化
す
る
の

で
す
。

　
H
T
A
は
海
外
で
採
用
例
が
あ
り
、
我
が
国
で

も
従
来
か
ら
導
入
が
検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

見
送
り
が
つ
づ
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
提

言
書
で
は
、
早
け
れ
ば
２
０
１
６
年
の
診
療
報
酬

改
定
で
一
部
導
入
を
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
仮

に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
れ
ば
、
医
療
費
で
大
き
な

割
合
を
占
め
る
薬
剤
料
は
も
ち
ろ
ん
、
薬
剤
師
の

調
剤
技
術
料
の
あ
り
方
も
、
経
済
的
な
観
点
か
ら

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

保
険
薬
局
と
薬
剤
師
に

寄
せ
ら
れ
る
の
は

職
能
へ
の
期
待
と
変
革

　「
リ
ー
ン
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
の
一
環
と
し
て
、

従
来
の
中
央
集
権
的
医
療
を
地
域
主
体
の
保
健
医

療
に
再
編
し
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推
進

す
る
こ
と
も
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同

シ
ス
テ
ム
に
対
応
す
る
た
め
、
他
の
専
門
職
と
の

連
携
、
調
整
に
す
ぐ
れ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を

持
つ
人
材
の
育
成
や
、
医
療
、
看
護
、
介
護
、
リ

ハ
ビ
リ
に
及
ぶ
総
合
的
な
資
格
創
設
が
提
案
さ
れ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
保
険
薬
局
や
そ
こ
で
働

く
薬
剤
師
に
も
こ
う
し
た
役
割
が
担
え
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
薬
剤
師
の
職
能
の
ア
ピ
ー
ル
が
ま

す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
同
提
言
書
で
は
、
保
険
薬
局
に
具
体
的
に
触
れ

て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
国
民
が
自
ら
健
康
を

育
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
O
T
C
を
活
用
し
た

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
拠
点
の
役
割

を
保
険
薬
局
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
一
方
で
、

現
在
の
門
前
薬
局
の
機
能
を
抜
本
的
に
見
直
し
、

薬
局
再
編
の
姿
を
示
す
「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ

ジ
ョ
ン
」
の
具
体
化
の
推
進
も
訴
え
て
い
ま
す
。

２
０
３
５
年
に
向
け
、
保
険
薬
局
に
も
大
変
革
が

求
め
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

【資料】2035年までに必要な保健医療のパラダイムシフト

（出典：『保健医療2035（参考資料）』）

2035年に向けての課題と展望 保健医療のパラダイムシフト

これから20年後の社会と経済の変化に対応するため、パラダイムシフトが必要

■保健医療ニーズの増大、社会環境・価値の

多様化、格差の増大、グローバル化の進展

■単なる負担増と給付削減による現行制度の

維持を目的とするのではなく、価値やビジョ

ンを共有し、新たな「社会システム」として

の保健医療の再構築が必要

■世界最高の健康水準を維持すると同時に、

保健医療分野における技術やシステムの革

新を通じて我が国の経済成長や発展の主軸

として寄与

■財政再建にも真摯に向き合い、我が国の経

済財政に積極的に貢献

■少子高齢社会を乗り越え、日本がさらに発展

し、これから高齢化に直面する国際社会をリ

ードすることで、健康長寿大国としての地位

を確立

これまで

量の拡大

インプット
中心

キュア中心

発散

行政による
規制

患者の価値
中心

ケア中心

統合

当事者による
規律

2035年に向けて

質の改善
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団
塊
世
代
に
つ
づ
き

団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
の
高
齢
化
に
も

対
応
を
迫
ら
れ
る

　
現
在
、
我
が
国
の
医
療
行
政
で
注
目
さ
れ
て
い

る
の
は
、
約
８
０
０
万
人
い
る
と
さ
れ
る
団
塊
世

代
が
後
期
高
齢
者
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
２
０
２

５
年
問
題
」
で
す
。
そ
の
後
も
高
齢
化
や
人
口
減

少
が
つ
づ
く
の
は
確
実
と
見
ら
れ
、
２
０
２
５
年

よ
り
も
さ
ら
に
10
年
先
の
２
０
３
５
年
に
は
、
今

度
は
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
65
歳
に
到
達
し
始
め

ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
、
厚
生
労
働
省
で
は
初
め
て

２
０
３
５
年
の
医
療
を
見
越
し
た
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

で
あ
る
提
言
書
「
保
健
医
療
２
０
３
５
」
を
公
表

し
ま
し
た
。

　
同
提
言
書
は
、
我
が
国
の
従
来
の
医
療
政
策
が

そ
の
場
し
の
ぎ
の
連
続
で
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
に
な

っ
て
い
る
点
に
か
ん
が
み
、
既
存
の
取
り
組
み
を

総
花
的
に
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
し

が
ら
み
や
縦
割
り
の
制
度
・
組
織
に
と
ら
わ
れ
な

い
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　
提
言
の
範
囲
は
、
通
常
の
医
療
政
策
の
み
な
ら

ず
、
日
本
の
保
健
医
療
の
国
際
貢
献
や
、
予
防
の

観
点
か
ら
、
た
ば
こ
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
砂
糖
な
ど

健
康
リ
ス
ク
に
対
す
る
課
税
と
い
っ
た
幅
広
い
分

野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
中
で
も

薬
剤
師
に
影
響
を
及
ぼ
し
そ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を
数

点
、
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

提
供
す
る
医
療
や
技
術
に

費
用
対
効
果
の
計
算
が

求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

　
同
提
言
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
単
に
、

「
保
健
医
療
制
度
の
維
持
」
を
め
ざ
す
政
策
に
は

限
界
が
あ
り
、
医
療
が
住
ま
い
、
地
域
づ
く
り
、

働
き
方
な
ど
と
調
和
し
な
が
ら
機
能
す
る
「
社
会

シ
ス
テ
ム
」
と
な
る
べ
く
、
根
本
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

シ
フ
ト
︵︻
資
料
︼︶
が
必
要
だ
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
例
を
挙
げ

て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
「
リ
ー
ン
︵
引
き
締
ま
っ
た
︶・

ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
の
実
現
の
た
め
に
、
国
民
が
よ
り

良
い
医
療
を
よ
り
安
く
享
受
で
き
る
仕
組
み
を
提

案
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
方
策
と
し
て
、
医
療

者
の
提
供
す
る
技
術
や
医
療
用
品
の
効
能
な
ど
に

対
す
る
「
医
療
技
術
評
価
︵
H
T
A
︶」
を
導
入

２
０
３
５
年
の
医
療
に
向
け

薬
剤
師
に
も
求
め
ら
れ
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

分間でわかる
医療行政

第17回
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し
、
診
療
報
酬
点
数
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
考
案

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
進
的
あ
る
い
は
高
額

な
医
療
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
か
、
検
査
や
薬
剤
は

量
を
投
入
す
れ
ば
良
い
と
の
発
想
で
は
な
く
、
費

用
対
効
果
を
測
定
す
る
仕
組
み
を
制
度
化
す
る
の

で
す
。

　
H
T
A
は
海
外
で
採
用
例
が
あ
り
、
我
が
国
で

も
従
来
か
ら
導
入
が
検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

見
送
り
が
つ
づ
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
提

言
書
で
は
、
早
け
れ
ば
２
０
１
６
年
の
診
療
報
酬

改
定
で
一
部
導
入
を
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
仮

に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
れ
ば
、
医
療
費
で
大
き
な

割
合
を
占
め
る
薬
剤
料
は
も
ち
ろ
ん
、
薬
剤
師
の

調
剤
技
術
料
の
あ
り
方
も
、
経
済
的
な
観
点
か
ら

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

保
険
薬
局
と
薬
剤
師
に

寄
せ
ら
れ
る
の
は

職
能
へ
の
期
待
と
変
革

　「
リ
ー
ン
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
の
一
環
と
し
て
、

従
来
の
中
央
集
権
的
医
療
を
地
域
主
体
の
保
健
医

療
に
再
編
し
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推
進

す
る
こ
と
も
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
同

シ
ス
テ
ム
に
対
応
す
る
た
め
、
他
の
専
門
職
と
の

連
携
、
調
整
に
す
ぐ
れ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を

持
つ
人
材
の
育
成
や
、
医
療
、
看
護
、
介
護
、
リ

ハ
ビ
リ
に
及
ぶ
総
合
的
な
資
格
創
設
が
提
案
さ
れ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
保
険
薬
局
や
そ
こ
で
働

く
薬
剤
師
に
も
こ
う
し
た
役
割
が
担
え
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
薬
剤
師
の
職
能
の
ア
ピ
ー
ル
が
ま

す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　
同
提
言
書
で
は
、
保
険
薬
局
に
具
体
的
に
触
れ

て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
国
民
が
自
ら
健
康
を

育
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
O
T
C
を
活
用
し
た

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
拠
点
の
役
割

を
保
険
薬
局
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
一
方
で
、

現
在
の
門
前
薬
局
の
機
能
を
抜
本
的
に
見
直
し
、

薬
局
再
編
の
姿
を
示
す
「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ

ジ
ョ
ン
」
の
具
体
化
の
推
進
も
訴
え
て
い
ま
す
。

２
０
３
５
年
に
向
け
、
保
険
薬
局
に
も
大
変
革
が

求
め
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

【資料】2035年までに必要な保健医療のパラダイムシフト

（出典：『保健医療2035（参考資料）』）

2035年に向けての課題と展望 保健医療のパラダイムシフト

これから20年後の社会と経済の変化に対応するため、パラダイムシフトが必要

■保健医療ニーズの増大、社会環境・価値の

多様化、格差の増大、グローバル化の進展

■単なる負担増と給付削減による現行制度の

維持を目的とするのではなく、価値やビジョ

ンを共有し、新たな「社会システム」として

の保健医療の再構築が必要

■世界最高の健康水準を維持すると同時に、

保健医療分野における技術やシステムの革

新を通じて我が国の経済成長や発展の主軸

として寄与

■財政再建にも真摯に向き合い、我が国の経

済財政に積極的に貢献

■少子高齢社会を乗り越え、日本がさらに発展

し、これから高齢化に直面する国際社会をリ

ードすることで、健康長寿大国としての地位

を確立

これまで

量の拡大

インプット
中心

キュア中心

発散

行政による
規制

患者の価値
中心

ケア中心

統合

当事者による
規律

2035年に向けて
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REVIEW 01
『ここが知りたかった腎機能チェック
  薬剤師が処方せんと検査値から腎機能を評価するコツ』
監修：八田告／編集：三宅健文／発行：南江堂

　薬剤師が、慢性腎臓病や
高齢者など腎機能が低下し
ている患者に対し、適切な
薬剤選択、投与設計を行う
には十分な知識を身につけ
る必要があります。これは
医師の処方を監査するうえ
でも重要です。そして、薬
剤師にとっての“十分な知
識”とは、単に薬剤選択や
投与量に詳しいだけではな
く、これらの基本的な知識
を患者の病態や状況に合わ
せて、どう生かせるかを知

っていることを意味するはずです。仮に、前者のような意味の知
識を身につけたいのであれば、各学会が発行している診療ガイド
ライン、医療用医薬品の添付文書、さらには各出版社より多く出
されている薬物療法ハンドブックなどを参考にすれば良いでしょ
う。しかし、前述のとおり、実際の現場では、薬剤の適正使用の
ために、一人ひとりの患者のさまざまな状況に合わせた対応が求
められます。
　本書は、若手薬剤師や薬学生を対象とし、腎臓内科医の監修の
もと、現実の臨床現場で遭遇するような事例を挙げ、「ここが知
りたかった」とかゆいところに手が届くような内容となっていま
す。腎機能が低下している患者に対し、適切な薬剤選択、投与設
計を行うには、腎臓や腎機能を評価する推算式の成り立ちを頭に
入れておく必要がありますが、それらは本書の前半で学びます。
　さらに後半では、実際に知識や能力を活用する場面を想定した
22症例を提示。検査値や処方せんから、どのように患者の腎機能
を推測しアプローチするかを事例で示し、疑義照会のコツがわか
るように会話形式で記載しています。腎機能が低下している患者
に対して投与量を考慮しなければいけない薬剤一覧も掲載してお
り、付録として、薬局内の錠剤棚などに貼る「CKDリマインダー
シール」が綴じ込まれています。“腎機能を評価するコツ”を実
践的に学べ、読んだ翌日からすぐに役立ちます。

REVIEW 02
『CRAの教科書』
編集：小嶋純／発行：南山堂

　製薬企業や医療機器関連
企業は、医薬品や医療機器
の製造販売の許可を得るた
めに数多くの試験を行いま
す。その中でも、実際にヒ
トを対象とした治験に関す
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治験事務局、薬剤部と情報
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TOPICS
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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

発行	 株式会社ファーマシィ　www.pharmacy-net.co.jp/

制作	 株式会社プレアッシュ

制作会社の社名変更のお知らせ

　『ターンアップ』の制作をしております株式会社カレットが株

式会社プレアッシュと名称を変更することになりました。

　「アッシュ」は「灰」で、その前に「プレ」をつけました。「プ

レアッシュ」は、「灰になる前のギリギリのところまで力を出し

切って仕事に臨む集団」を意味する造語です。

　医療界で働くさまざまな職種の皆様の常にギリギリのところ

で働く姿を見てまいりました。その皆様の姿をご紹介するうえ

で、我々も自らの妥協を少しも許さない覚悟を社名に込めまし

た。これを機に社員一同いっそう業務に励んでまいる所存でご

ざいますので、なにとぞ今後とも変わらぬご支援ご指導を賜り

ますようお願い申し上げます。

株式会社プレアッシュ

代表取締役　及川 佐知枝

編集後記

「M Y OPINION」、「編集長対談」のお二方の取
材を終え、在宅医療というフィールドで、薬

局薬剤師のあるべき姿が顕在化し始めたように感じ
た。それとともに、世の中の多くの薬局薬剤師が、
薬局の外へ飛び出すことが容易となるような環境の
整備が課題かもしれない。そして、何よりも在宅医
療以外のフィールド、すなわち通常の外来処方の調
剤においても、同様のレベルで薬局薬剤師がかかわ
れることが医薬分業の理想的なあり方のひとつでは
ないか。 （H.T.）

今 号にご登場いただいた先生方のお話からも、
保険薬局が存在意義を発揮するには、医師、

看護師をはじめとする他職種との密な連携が重要だ
とあらためて認識できました。 （K.K）

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.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.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.24（2015年９月発行）
国際医療福祉大学教授

上島 国利

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. ５ （2012年７月発行）
CPC代表理事

内山 充
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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. 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. 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.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.18（2014年９月発行）
三井記念病院院長

髙本 眞一

『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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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。


