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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   

薬
の
影
響
の
大
き
さ
を
知
り
、

自
ら
の
仕
事
の
意
義
を
知
り
、

初
め
て
夢
を
持
っ
て
働
け
る
。

　
自
然
と
背
筋
が
伸
び
た
。
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
目
の
前
の
霧

が
晴
れ
、
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
。
不
思
議
な
時
間

を
体
験
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、
公
益
社
団
法
人
日
本
看
護
協
会
（
以

下
、
日
本
看
護
協
会
）
会
長
の
坂
本
す
が
氏
で
あ
る
。
話
し
ぶ
り
に

圧
倒
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
嫌
で
は
な
い
。
む
し
ろ
眠

っ
て
い
た
自
意
識
が
刺
激
さ
れ
、
「
医
療
人
と
は
」、
「
人
の
生
き
方

と
は
」、
か
く
あ
る
べ
き
と
漠
然
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
見
事
に
言

葉
に
さ
れ
る
爽
快
感
が
湧
き
、
い
つ
し
か
同
氏
に
完
全
に
魅
了
さ
れ

て
い
た
。

　
日
本
看
護
協
会
に
登
録
す
る
の
は
、
２
０
１
５
年
現
在
で
看
護
職

に
就
く
全
体
の
約
半
数
の
70
万
人
。
気
が
遠
く
な
り
そ
う
な
人
数
の

看
護
師
の
頂
点
に
立
つ
人
は
、
「
患
者
の
た
め
に
な
る
な
ら
、
な
ん

で
も
す
る
」
と
の
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
軸
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら

ま
っ
た
く
ぶ
れ
な
い
人
物
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
人
だ
か
ら
こ

そ
、
壮
大
な
組
織
も
牽
引
し
て
い
け
る
─
─
取
材
に
同
席
し
た
全
員

が
腑
に
落
ち
た
は
ず
だ
。

　
振
り
返
っ
て
、
薬
剤
師
の
世
界
を
見
わ
た
す
と
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
と
る
人
物
の
名
前
を
即
答
で
き
る
者
が
い
る
か
、
は
な
は
だ
疑

問
で
あ
る
。
看
護
師
の
意
見
が
行
政
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す

と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
強
い
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
の
だ
か
ら
、

さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
。
一
方
、
薬
剤
師
は
意
見
の
ま
と
め
役
が
不

在
の
せ
い
か
、
行
政
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
中
途
半
端
。
同
じ
医
療
人

で
あ
り
な
が
ら
、
看
護
師
と
薬
剤
師
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
に
大

き
な
差
が
あ
る
の
は
、
現
況
で
は
、
残
念
な
が
ら
致
し
方
な
い
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
坂
本
氏
は
、
う
れ
し
い
こ
と
に
薬
剤
師
の
能
力
を
非

常
に
高
く
評
価
し
て
く
れ
て
い
た
。

◆
　
◆
　
◆

「
関
東
逓
信
病
院
（
現
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
）
の
産
婦
人
科

病
棟
婦
長
の
と
き
、
院
外
処
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
薬
剤
師
が
病

棟
に
も
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
産
婦
人
科
病

棟
を
担
当
し
た
薬
剤
師
が
、
看
護
師
た
ち
が
取
り
扱
い
に
困
っ
て
い

た
劇
薬
の
適
切
な
管
理
方
法
を
指
導
し
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
患

者
さ
ん
に
副
作
用
の
様
子
を
聞
い
て
ま
わ
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り

薬
の
専
門
家
に
は
か
な
わ
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。
看
護
師
が
患
者

TU26_P04-09_MO10.indd   5 15/12/02   14:37
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MY
OPINION

薬
剤
師
の
能
力
を
引
き
出
し
切
れ
て
い
な
い
医
療
機
関
が
多
い
事
実

を
認
識
し
て
い
る
。

「
医
療
安
全
で
言
え
ば
、
薬
剤
師
が
手
術
室
に
入
り
薬
を
管
理
す
る

の
が
理
想
で
し
ょ
う
。
私
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
専
門

委
員
で
あ
っ
た
時
代
、
『
手
術
室
に
は
薬
剤
師
を
配
属
す
べ
き
』
と

手
を
挙
げ
て
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
医
療
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
職
を
大
い
に
活
用
す
べ
き
で
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
大
規
模
病
院
で
の
勤
務
中
に
、
薬
剤
師
の
高
い
能
力
、
専
門
的
な

知
識
の
大
切
さ
を
十
分
に
理
解
し
た
坂
本
氏
は
、
保
険
薬
局
や
ド
ラ

ッ
グ
ス
ト
ア
の
薬
剤
師
に
は
少
々
厳
し
い
意
見
を
持
っ
て
い
た
。

「
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
購
入
す
る
た
め
に
立
ち
寄
る
機
会

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
し
ば
し
ば
『
薬
剤
師
さ
ん
を
呼
ん
で
く
だ

さ
い
』
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
目
薬
を
購
入
す
る
際
、
私
が
薬

剤
師
に
症
状
を
説
明
し
、
『
ど
の
目
薬
が
い
い
で
す
か
？
』
と
尋
ね

る
と
、
た
い
て
い
は
製
品
の
説
明
を
並
べ
る
だ
け
。
あ
と
は
、
自
分

で
選
ん
で
と
の
姿
勢
な
の
で
す
」

　
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
効
能
書
き
の
部
分
を
読
ん
で
、
消
費
者
に
選
ば
せ
る
。

こ
れ
で
は
、
な
ん
の
た
め
に
薬
剤
師
を
呼
ん
で
も
ら
っ
た
の
か
意
味

が
な
い
。
自
分
で
商
品
の
箱
の
裏
の
説
明
を
読
め
ば
す
む
。

「
そ
ん
な
対
応
に
は
、
心
か
ら
が
っ
か
り
し
ま
す
。
私
と
し
て
は
、

病
棟
で
あ
れ
ほ
ど
の
力
を
発
揮
し
て
い
た
薬
剤
師
の
知
識
は
ど
こ
へ

い
っ
た
の
？
と
の
思
い
で
す
。
薬
局
薬
剤
師
に
は
、
単
に
売
る
人
に

な
っ
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」

　
薬
剤
師
の
実
力
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
坂
本
氏
に
は
な
ん
と
も

は
が
ゆ
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

「
薬
局
薬
剤
師
は
、
も
っ
と
聴
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
患
者
さ
ん

の
症
状
を
。
医
師
が
不
在
の
保
険
薬
局
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
売
り
場
で
、
薬
剤

師
と
患
者
さ
ん
が
ど
う
対
峙
す
る
か
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
ね
。

　『
医
師
に
聞
い
て
き
て
く
だ
さ
い
』
と
言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、

薬
に
つ
い
て
懸
命
に
勉
強
し
た
プ
ロ
で
す
。
患
者
さ
ん
に
症
状
を
聞

い
て
、
自
身
が
持
っ
て
い
る
情
報
を
出
す
べ
き
、
出
し
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
実
力
発
揮
は
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
患
者
さ
ん
が

何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
考
え
、
活
躍
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
看
護
師
全
体
の
長
が
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど

要
望
を
話
し
て
く
れ
る
の
か
心
配
し
て
い
た
が
、
杞
憂
で
あ
っ
た
。

話
は
、
「
お
薬
手
帳
」
に
ま
で
及
ぶ
。

「
私
の
夫
が
お
薬
手
帳
を
３
冊
持
っ
て
い
た
の
を
見
ま
し
た
。
『
な

ん
で
３
冊
も
あ
る
の
？
』
と
聞
く
と
、
３
つ
の
保
険
薬
局
で
持
っ
て

い
な
い
か
尋
ね
ら
れ
、
な
い
と
答
え
る
と
、
そ
の
た
び
に
手
渡
さ
れ

る
と
言
う
。
医
師
に
は
、
そ
の
３
冊
を
持
っ
て
行
っ
て
見
せ
る
そ
う

で
す
。
注
意
深
く
見
て
い
る
と
、
周
囲
に
も
同
様
な
人
が
何
人
も
い

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
状
況
を
見
て
、
薬
剤
師
は
疑
問
に
思
わ
な
い
の
か
、
そ
ち

ら
の
ほ
う
が
不
思
議
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
『
患
者
さ
ん
に
１
冊
に
ま

と
め
な
さ
い
』
と
指
示
し
ろ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
制
度
を
変
え
な
い

と
根
本
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。
何
冊
も
袋
に
入
れ
て
持
っ
て

い
る
の
に
気
づ
い
た
ら
、
状
況
を
改
善
す
べ
く
、
薬
剤
師
は
自
ら
の

専
門
性
か
ら
政
策
提
言
を
、
声
を
大
に
し
て
発
言
し
て
い
っ
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
」

　
こ
こ
か
ら
は
厳
し
い
な
が
ら
も
薬
剤
師
へ
の
力
強
い
エ
ー
ル
だ
。

た
だ
製
品
の
説
明
を
並
べ
る
だ
け
で
、

情
報
を
出
す
気
力
が
失
わ
れ
て
い
る
。
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さ
ん
に
尋
ね
る
副
作
用
に
関
す
る
質
問
は
、
『
吐
き
気
の
有
無
は
』、

『
頭
痛
は
ど
う
で
す
か
』
な
ど
、
ど
の
薬
に
つ
い
て
も
だ
い
た
い
同

じ
。
薬
剤
師
は
、
服
用
し
て
い
る
薬
を
確
認
す
る
と
、
薬
に
合
わ
せ

て
『
微
熱
は
ど
う
か
』、
『
関
節
に
痛
み
が
あ
る
か
』
と
患
者
さ
ん
に

聞
く
わ
け
で
す
。
私
た
ち
と
、
薬
剤
師
が
聞
く
副
作
用
の
視
点
の
違

い
は
新
鮮
で
し
た
」

　
同
院
で
坂
本
氏
は
副
看
護
部
長
に
就
任
す
る
と
、
産
婦
人
科
以
外

の
病
棟
も
担
う
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、
病
棟
薬
剤
師
が
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
病
棟
で
姿
が
見
か
け
ら
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
患
者
と
の

か
か
わ
り
に
な
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
要
因
だ
と
思
う
が
、
病
棟
は

看
護
師
と
医
師
の
も
の
、
他
職
種
が
入
り
込
む
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
あ

ま
り
に
高
い
の
も
事
実
。
同
氏
は
一
計
を
案
じ
た
。

「
薬
剤
師
に
病
棟
で
や
り
た
い
こ
と
を
聞
く
と
、
血
中
濃
度
を
測
定

し
て
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
い
と
言
う
。
私
は
お
願
い
し
ま
し
た
。

『
ど
う
ぞ
、
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
研
究
に
看
護
師
も
加
え
て

い
た
だ
き
た
い
』。
当
初
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
が
、
患
者
さ
ん
を
異
な
る
専
門
知
識

か
ら
見
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
が
必
要
な
職
種
だ
と
自
覚
し
合
っ
て
く

れ
た
。
以
来
、
病
棟
薬
剤
師
は
、
文
字
ど
お
り
病
棟
で
活
躍
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」

　
近
年
、
チ
ー
ム
医
療
が
言
わ
れ
、
多
職
種
の
協
働
が
医
療
現
場
で

試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
簡
単
で
は
な
い
と
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

同
氏
は
、
そ
れ
に
は
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
と
気
づ
き
、
実
行
に
移
し

実
現
し
た
。
さ
す
が
で
あ
る
。

「
看
護
師
は
生
活
と
療
養
の
視
点
か
ら
、
薬
剤
師
は
服
用
し
て
い
る

薬
剤
か
ら
、
患
者
さ
ん
の
身
体
の
状
況
や
異
変
を
見
て
い
ま
す
。
他

の
職
種
も
同
様
で
す
ね
。

　
各
々
の
専
門
分
野
の
視
点
か
ら
見
出
し
た
患
者
さ
ん
の
異
変
を
、

自
ら
の
領
域
だ
け
で
考
え
対
策
を
と
り
、
完
結
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ら

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
有
意
義
で
し
ょ
う
か
。
患
者
さ
ん
に
生
じ
た
問

題
を
お
互
い
に
共
有
し
合
っ
て
、
医
療
者
全
員
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

す
れ
ば
、
治
療
や
処
方
な
ど
の
役
に
立
ち
、
ど
れ
ほ
ど
患
者
さ
ん
の

た
め
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
の
た
め
に
な
る
─
─
な

ら
ば
看
護
師
と
薬
剤
師
を
、
ど
う
に
か
し
て
協
働
さ
せ
よ
う
と
決
め

ま
し
た
」

　
坂
本
氏
が
成
果
を
あ
げ
看
護
部
長
と
な
っ
た
１
９
９
０
年
代
半
ば

以
降
は
、
医
療
過
誤
事
件
が
次
々
に
起
こ
り
、
病
院
バ
ッ
シ
ン
グ
が

激
し
く
な
っ
た
。
医
療
機
関
で
は
医
療
安
全
の
た
め
に
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
ャ
ー
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
設
け
、
そ
こ
に
は
看
護
師
が
就
く
ケ
ー
ス

が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
薬
剤
師
が
務

め
た
と
い
う
。

「
医
療
過
誤
で
は
、
薬
剤
の
事
故
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
医

師
が
処
方
し
て
薬
剤
師
が
薬
を
用
意
し
、
看
護
師
が
服
薬
さ
せ
て
、

副
作
用
を
見
る
と
の
過
程
が
確
か
に
あ
り
ま
す
が
、
服
用
さ
せ
る
薬

が
正
し
い
か
、
起
こ
っ
た
副
作
用
を
科
学
的
、
論
理
的
に
見
る
力
が

あ
る
の
は
、
薬
剤
師
で
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
院
長
の

判
断
で
、
薬
剤
師
が
同
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

薬
剤
が
正
し
く
服
用
さ
れ
る
工
夫
、
不
自
然
な
副
作
用
を
的
確
に
見

出
す
仕
組
み
が
で
き
、
薬
剤
に
よ
る
事
故
の
リ
ス
ク
は
明
ら
か
に
低

く
な
っ
た
。
看
護
部
長
か
ら
見
て
、
薬
剤
師
を
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
し
た
の
は
成
功
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
、
医
療
安
全
の
次
に
問
題
に
な
っ

た
感
染
症
対
策
で
も
、
多
職
種
の
対
策
チ
ー
ム
に
し
っ
か
り
薬
剤
師

を
入
れ
、
す
ば
ら
し
い
結
果
を
出
し
た
。

　
た
だ
坂
本
氏
は
、
薬
剤
師
の
能
力
の
高
さ
を
認
め
る
に
い
た
っ
た

歴
史
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
先
進
的
試
み
を
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本
関
東
病
院
に
い
た
お
か
げ
で
あ
る
と
漏
ら
す
。
日
本
看
護
協
会

会
長
に
な
っ
て
見
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
病
院
は
ご
く
わ
ず
か
。

看
護
師
と
、薬
剤
師
が
聞
く

副
作
用
の
視
点
の
違
い
は
新
鮮
だ
っ
た
。
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MY
OPINION

薬
剤
師
の
能
力
を
引
き
出
し
切
れ
て
い
な
い
医
療
機
関
が
多
い
事
実

を
認
識
し
て
い
る
。

「
医
療
安
全
で
言
え
ば
、
薬
剤
師
が
手
術
室
に
入
り
薬
を
管
理
す
る

の
が
理
想
で
し
ょ
う
。
私
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
専
門

委
員
で
あ
っ
た
時
代
、
『
手
術
室
に
は
薬
剤
師
を
配
属
す
べ
き
』
と

手
を
挙
げ
て
提
案
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
医
療
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
職
を
大
い
に
活
用
す
べ
き
で
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
大
規
模
病
院
で
の
勤
務
中
に
、
薬
剤
師
の
高
い
能
力
、
専
門
的
な

知
識
の
大
切
さ
を
十
分
に
理
解
し
た
坂
本
氏
は
、
保
険
薬
局
や
ド
ラ

ッ
グ
ス
ト
ア
の
薬
剤
師
に
は
少
々
厳
し
い
意
見
を
持
っ
て
い
た
。

「
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
購
入
す
る
た
め
に
立
ち
寄
る
機
会

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
私
は
し
ば
し
ば
『
薬
剤
師
さ
ん
を
呼
ん
で
く
だ

さ
い
』
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
目
薬
を
購
入
す
る
際
、
私
が
薬

剤
師
に
症
状
を
説
明
し
、
『
ど
の
目
薬
が
い
い
で
す
か
？
』
と
尋
ね

る
と
、
た
い
て
い
は
製
品
の
説
明
を
並
べ
る
だ
け
。
あ
と
は
、
自
分

で
選
ん
で
と
の
姿
勢
な
の
で
す
」

　
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
効
能
書
き
の
部
分
を
読
ん
で
、
消
費
者
に
選
ば
せ
る
。

こ
れ
で
は
、
な
ん
の
た
め
に
薬
剤
師
を
呼
ん
で
も
ら
っ
た
の
か
意
味

が
な
い
。
自
分
で
商
品
の
箱
の
裏
の
説
明
を
読
め
ば
す
む
。

「
そ
ん
な
対
応
に
は
、
心
か
ら
が
っ
か
り
し
ま
す
。
私
と
し
て
は
、

病
棟
で
あ
れ
ほ
ど
の
力
を
発
揮
し
て
い
た
薬
剤
師
の
知
識
は
ど
こ
へ

い
っ
た
の
？
と
の
思
い
で
す
。
薬
局
薬
剤
師
に
は
、
単
に
売
る
人
に

な
っ
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」

　
薬
剤
師
の
実
力
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
坂
本
氏
に
は
な
ん
と
も

は
が
ゆ
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

「
薬
局
薬
剤
師
は
、
も
っ
と
聴
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
、
患
者
さ
ん

の
症
状
を
。
医
師
が
不
在
の
保
険
薬
局
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
売
り
場
で
、
薬
剤

師
と
患
者
さ
ん
が
ど
う
対
峙
す
る
か
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
ね
。

　『
医
師
に
聞
い
て
き
て
く
だ
さ
い
』
と
言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、

薬
に
つ
い
て
懸
命
に
勉
強
し
た
プ
ロ
で
す
。
患
者
さ
ん
に
症
状
を
聞

い
て
、
自
身
が
持
っ
て
い
る
情
報
を
出
す
べ
き
、
出
し
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
実
力
発
揮
は
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
患
者
さ
ん
が

何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
考
え
、
活
躍
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
看
護
師
全
体
の
長
が
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど

要
望
を
話
し
て
く
れ
る
の
か
心
配
し
て
い
た
が
、
杞
憂
で
あ
っ
た
。

話
は
、
「
お
薬
手
帳
」
に
ま
で
及
ぶ
。

「
私
の
夫
が
お
薬
手
帳
を
３
冊
持
っ
て
い
た
の
を
見
ま
し
た
。
『
な

ん
で
３
冊
も
あ
る
の
？
』
と
聞
く
と
、
３
つ
の
保
険
薬
局
で
持
っ
て

い
な
い
か
尋
ね
ら
れ
、
な
い
と
答
え
る
と
、
そ
の
た
び
に
手
渡
さ
れ

る
と
言
う
。
医
師
に
は
、
そ
の
３
冊
を
持
っ
て
行
っ
て
見
せ
る
そ
う

で
す
。
注
意
深
く
見
て
い
る
と
、
周
囲
に
も
同
様
な
人
が
何
人
も
い

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
状
況
を
見
て
、
薬
剤
師
は
疑
問
に
思
わ
な
い
の
か
、
そ
ち

ら
の
ほ
う
が
不
思
議
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
『
患
者
さ
ん
に
１
冊
に
ま

と
め
な
さ
い
』
と
指
示
し
ろ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
制
度
を
変
え
な
い

と
根
本
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。
何
冊
も
袋
に
入
れ
て
持
っ
て

い
る
の
に
気
づ
い
た
ら
、
状
況
を
改
善
す
べ
く
、
薬
剤
師
は
自
ら
の

専
門
性
か
ら
政
策
提
言
を
、
声
を
大
に
し
て
発
言
し
て
い
っ
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
」

　
こ
こ
か
ら
は
厳
し
い
な
が
ら
も
薬
剤
師
へ
の
力
強
い
エ
ー
ル
だ
。

た
だ
製
品
の
説
明
を
並
べ
る
だ
け
で
、

情
報
を
出
す
気
力
が
失
わ
れ
て
い
る
。
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さ
ん
に
尋
ね
る
副
作
用
に
関
す
る
質
問
は
、
『
吐
き
気
の
有
無
は
』、

『
頭
痛
は
ど
う
で
す
か
』
な
ど
、
ど
の
薬
に
つ
い
て
も
だ
い
た
い
同

じ
。
薬
剤
師
は
、
服
用
し
て
い
る
薬
を
確
認
す
る
と
、
薬
に
合
わ
せ

て
『
微
熱
は
ど
う
か
』、
『
関
節
に
痛
み
が
あ
る
か
』
と
患
者
さ
ん
に

聞
く
わ
け
で
す
。
私
た
ち
と
、
薬
剤
師
が
聞
く
副
作
用
の
視
点
の
違

い
は
新
鮮
で
し
た
」

　
同
院
で
坂
本
氏
は
副
看
護
部
長
に
就
任
す
る
と
、
産
婦
人
科
以
外

の
病
棟
も
担
う
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、
病
棟
薬
剤
師
が
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
病
棟
で
姿
が
見
か
け
ら
れ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
患
者
と
の

か
か
わ
り
に
な
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
要
因
だ
と
思
う
が
、
病
棟
は

看
護
師
と
医
師
の
も
の
、
他
職
種
が
入
り
込
む
に
は
ハ
ー
ド
ル
が
あ

ま
り
に
高
い
の
も
事
実
。
同
氏
は
一
計
を
案
じ
た
。

「
薬
剤
師
に
病
棟
で
や
り
た
い
こ
と
を
聞
く
と
、
血
中
濃
度
を
測
定

し
て
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
た
い
と
言
う
。
私
は
お
願
い
し
ま
し
た
。

『
ど
う
ぞ
、
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
研
究
に
看
護
師
も
加
え
て

い
た
だ
き
た
い
』。
当
初
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
が
、
患
者
さ
ん
を
異
な
る
専
門
知
識

か
ら
見
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
が
必
要
な
職
種
だ
と
自
覚
し
合
っ
て
く

れ
た
。
以
来
、
病
棟
薬
剤
師
は
、
文
字
ど
お
り
病
棟
で
活
躍
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」

　
近
年
、
チ
ー
ム
医
療
が
言
わ
れ
、
多
職
種
の
協
働
が
医
療
現
場
で

試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
簡
単
で
は
な
い
と
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

同
氏
は
、
そ
れ
に
は
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
だ
と
気
づ
き
、
実
行
に
移
し

実
現
し
た
。
さ
す
が
で
あ
る
。

「
看
護
師
は
生
活
と
療
養
の
視
点
か
ら
、
薬
剤
師
は
服
用
し
て
い
る

薬
剤
か
ら
、
患
者
さ
ん
の
身
体
の
状
況
や
異
変
を
見
て
い
ま
す
。
他

の
職
種
も
同
様
で
す
ね
。

　
各
々
の
専
門
分
野
の
視
点
か
ら
見
出
し
た
患
者
さ
ん
の
異
変
を
、

自
ら
の
領
域
だ
け
で
考
え
対
策
を
と
り
、
完
結
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ら

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
有
意
義
で
し
ょ
う
か
。
患
者
さ
ん
に
生
じ
た
問

題
を
お
互
い
に
共
有
し
合
っ
て
、
医
療
者
全
員
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

す
れ
ば
、
治
療
や
処
方
な
ど
の
役
に
立
ち
、
ど
れ
ほ
ど
患
者
さ
ん
の

た
め
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
の
た
め
に
な
る
─
─
な

ら
ば
看
護
師
と
薬
剤
師
を
、
ど
う
に
か
し
て
協
働
さ
せ
よ
う
と
決
め

ま
し
た
」

　
坂
本
氏
が
成
果
を
あ
げ
看
護
部
長
と
な
っ
た
１
９
９
０
年
代
半
ば

以
降
は
、
医
療
過
誤
事
件
が
次
々
に
起
こ
り
、
病
院
バ
ッ
シ
ン
グ
が

激
し
く
な
っ
た
。
医
療
機
関
で
は
医
療
安
全
の
た
め
に
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
ャ
ー
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
設
け
、
そ
こ
に
は
看
護
師
が
就
く
ケ
ー
ス

が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
薬
剤
師
が
務

め
た
と
い
う
。

「
医
療
過
誤
で
は
、
薬
剤
の
事
故
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
医

師
が
処
方
し
て
薬
剤
師
が
薬
を
用
意
し
、
看
護
師
が
服
薬
さ
せ
て
、

副
作
用
を
見
る
と
の
過
程
が
確
か
に
あ
り
ま
す
が
、
服
用
さ
せ
る
薬

が
正
し
い
か
、
起
こ
っ
た
副
作
用
を
科
学
的
、
論
理
的
に
見
る
力
が

あ
る
の
は
、
薬
剤
師
で
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
院
長
の

判
断
で
、
薬
剤
師
が
同
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
指
名
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

薬
剤
が
正
し
く
服
用
さ
れ
る
工
夫
、
不
自
然
な
副
作
用
を
的
確
に
見

出
す
仕
組
み
が
で
き
、
薬
剤
に
よ
る
事
故
の
リ
ス
ク
は
明
ら
か
に
低

く
な
っ
た
。
看
護
部
長
か
ら
見
て
、
薬
剤
師
を
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
し
た
の
は
成
功
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
関
東
病
院
で
は
、
医
療
安
全
の
次
に
問
題
に
な
っ

た
感
染
症
対
策
で
も
、
多
職
種
の
対
策
チ
ー
ム
に
し
っ
か
り
薬
剤
師

を
入
れ
、
す
ば
ら
し
い
結
果
を
出
し
た
。

　
た
だ
坂
本
氏
は
、
薬
剤
師
の
能
力
の
高
さ
を
認
め
る
に
い
た
っ
た

歴
史
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
先
進
的
試
み
を
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本
関
東
病
院
に
い
た
お
か
げ
で
あ
る
と
漏
ら
す
。
日
本
看
護
協
会

会
長
に
な
っ
て
見
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
病
院
は
ご
く
わ
ず
か
。

看
護
師
と
、薬
剤
師
が
聞
く

副
作
用
の
視
点
の
違
い
は
新
鮮
だ
っ
た
。
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わ
ら
ず
、
な
ん
で
多
く
の
看
護
師
た
ち
が
必
死
に
仕
事
を
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
考
え
て
み
た
ら
、
そ
れ
は
患
者
さ
ん
の
役
に
立
ち
た

い
と
の
一
心
か
ら
で
す
。
明
日
、
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
患
者
さ
ん
を

ど
う
す
れ
ば
癒
せ
る
の
か
。
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
試
行
錯
誤
す
る

中
で
、
自
分
の
生
き
方
が
交
差
し
、
心
が
動
か
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、

看
護
師
は
辛
く
て
も
や
る
気
に
な
る
。
そ
う
し
た
経
験
を
教
育
現
場

で
さ
せ
る
の
が
重
要
で
す
。

　
薬
剤
師
の
場
合
な
ら
、
薬
の
効
果
に
涙
す
る
患
者
さ
ん
、
逆
に
薬

の
副
作
用
の
後
遺
症
で
す
べ
て
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人
。
薬
剤
が
人

生
を
変
え
て
し
ま
う
事
実
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
体
験
さ
せ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
薬
の
影
響
の
大
き
さ
を
知
り
、
自
ら
の
仕
事
の
意
義

を
知
り
、
人
生
観
が
変
わ
る
。
心
動
か
さ
れ
た
結
果
、
自
分
は
ど
ん

な
薬
剤
師
に
な
り
た
い
の
か
、
見
え
て
く
る
人
も
多
い
は
ず
で
す
。

　
学
生
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
そ
う
で
し
た
。
最
初
は
助

産
師
で
し
た
が
、
ど
ん
ど
ん
仕
事
の
領
域
が
広
が
り
、
偶
然
、
が
ん

の
患
者
さ
ん
と
出
会
い
、
彼
女
か
ら
『
ど
う
や
っ
て
生
き
れ
ば
い
い

の
？
』
と
の
質
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
何
か
も

っ
と
患
者
さ
ん
の
お
役
に
立
て
る
方
法
が
な
い
か
、
自
分
に
問
い
つ

づ
け
て
い
ま
す
」

　
そ
し
て
、
今
や
日
本
看
護
協
会
の
会
長
で
あ
る
。

「
不
思
議
な
も
の
で
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か

一
生
１
回
徹
底
し
て
ぶ
つ
か
っ
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

若
い
こ
ろ
の
私
に
は
な
か
っ
た
考
え
方
で
す
。
だ
か
ら
、
会
長
へ
の

打
診
が
あ
っ
た
際
も
─
─
考
え
て
み
た
ら
え
ら
い
仕
事
で
す
よ
ね
。

け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
し
て
や
っ
て
み
よ
う
か
っ
て
。
逃
げ
な
い
で

や
っ
て
み
よ
う
と
」

　
か
つ
て
、
薬
の
医
療
安
全
の
知
識
に
関
し
て
調
査
が
な
さ
れ
た
。

当
然
、
結
果
は
薬
剤
師
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
そ
う
だ
。

「
持
っ
た
知
識
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ん
の
た
め
に

勉
強
し
て
き
た
の
で
す
か
？
私
は
問
い
た
い
。
病
む
人
た
ち
の
ほ
と

ん
ど
が
薬
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
薬
に
対
し
て
か
か
わ
る
の
は
、

皆
さ
ん
な
の
で
す
。

　
ぜ
ひ
流
れ
に
任
せ
ず
、
非
難
を
恐
れ
ず
、
決
し
て
逃
げ
ず
に
、
使

命
を
果
た
し
て
く
だ
さ
い
。
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
最
後
、
坂
本
氏
か
ら
、
薬
剤
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
語
ら
れ
た
と

き
、
さ
ら
に
背
筋
が
伸
び
た
。

PROFILE
さかもと・すが
1971年 和歌山県立高等看護学院看護学部卒業
1972年 和歌山県立高等看護学院保健助産学部卒業
 和歌山県立医科大学附属病院（ 助産婦 ）
1976年 国立王子病院（ 産婦人科病棟勤務 ）
 関東逓信病院（ 現・NTT東日本関東病院 ）産婦人科病棟
1989年 関東逓信病院産婦人科病棟婦長
1992年 関東逓信病院副看護部長
1993年 日本看護協会看護研修学校管理コース修了
1996年 青山学院大学経営学部経営学科卒業
1997年 関東逓信病院看護部長
2003年 北里大学大学院看護学研究科非常勤講師
2004年 埼玉大学大学院経済科学研究科博士前期課程修了（ 修士 ）
2005年 共立女子短期大学看護学科非常勤講師
2006年 NTT東日本関東病院シニアアドバイザー
 東京医療保健大学看護学科学科長／教授
2007年 埼玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了（ 博士 ）
 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科教授
2008年 東京都看護協会副会長
 社団法人日本看護協会副会長
2011年 公益社団法人日本看護協会会長
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素
直
に
看
護
師
の
闘
う
姿
に
見
習
い
た
い
。

「
保
険
薬
局
は
、
今
、
言
わ
れ
っ
放
し
で
、
ち
ょ
っ
と
形
勢
が
悪
い

雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
高
収
益
へ
の
非
難
、
院
外
処
方
の
効
果
へ
の

疑
問
視
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
医
療
界
内
で
も
意
見
が
あ
が
っ

て
い
ま
す
。

　
で
も
ね
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
何
も
恐

れ
る
必
要
は
な
い
。
風
当
た
り
が
強
く
て
も
守
り
に
入
ら
ず
、
薬
剤

の
勉
強
を
し
て
き
た
専
門
家
の
立
場
か
ら
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
の
提

言
を
行
う
の
に
、
た
め
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
看
護
師
は
、
お
か
し
い
こ
と
は
お
か
し
い
と
言
い
ま
す
。

当
協
会
で
は
、
患
者
さ
ん
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

な
ら
何
に
も
屈
せ
ず
、
政
策
提
言
を
し
ま
す
。
そ
の
覚
悟
が
で
き
て

い
ま
す
。
私
は
、
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
仲
間
と
し
て
薬
剤
師
を

厚
く
信
頼
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
自
分
た

ち
の
問
題
に
は
、
自
分
た
ち
な
り
の
お
答
え
を
、
ぜ
ひ
出
し
て
ほ
し

い
と
望
み
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
薬
学
部
で
は
２
０
０
６
年
か
ら
６
年
制
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
２
０
１
２
年
か
ら
卒
業
生
が
社
会
に
出
て
い

る
が
、
早
く
も
そ
の
効
果
が
問
わ
れ
始
め
た
。

　
４
年
か
ら
６
年
と
２
年
間
延
び
た
の
は
、
医
療
人
と
し
て
の
倫
理

・
教
養
、
課
題
発
見
能
力
・
問
題
解
決
能
力
や
臨
床
実
践
能
力
を
身

に
つ
け
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
に
言
い
換
え
れ
ば
、
患
者
と

接
す
る
能
力
を
養
成
し
よ
う
と
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
多
く
の
看
護
師

が
持
つ
常
に
患
者
の
そ
ば
に
い
て
働
く
能
力
は
、
教
育
期
間
を
長
く

す
れ
ば
身
に
つ
け
ら
れ
る
の
か
。

「
そ
も
そ
も
、
教
育
を
受
け
て
患
者
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
ら
せ
よ
う
と
す
る
発
想
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　
私
も
大
学
に
い
て
看
護
師
を
教
え
て
い
た
経
験
を
持
ち
ま
す
が
、

教
科
書
に
あ
る
内
容
は
目
先
の
解
決
方
法
で
す
。
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
、
10
年
先
の
医
療
の
状
況
は
予
想
で
き
ま
せ
ん
の
で
。
し
た
が
っ

て
、
予
想
不
能
な
と
こ
ろ
で
自
ら
が
道
を
切
り
拓
い
て
い
く
力
を
教

え
よ
う
と
痛
切
に
思
っ
て
教
壇
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
教
育
内
容
も

教
授
方
法
も
、
お
そ
ら
く
は
時
を
経
て
変
わ
る
。
な
ら
ば
、
与
え
る

べ
き
は
や
っ
ぱ
り
『
夢
』
で
す
。
患
者
さ
ん
は
、
看
護
師
が
そ
ば
に

い
る
こ
と
で
ど
れ
だ
け
支
え
ら
れ
る
の
か
、
『
生
き
て
き
て
良
か
っ

た
』
と
最
期
に
言
葉
を
残
し
て
く
れ
た
と
き
の
感
動
─
─
。
夢
の
力

は
計
り
知
れ
ず
、
未
来
に
遭
遇
す
る
困
難
な
状
況
を
、
き
っ
と
切
り

拓
く
原
動
力
に
な
り
ま
す
」

　
夢
と
、
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
の
は
、
心
を
動
か
す
こ
と
だ
と
同
氏

は
言
う
。

「
看
護
師
は
過
酷
な
仕
事
な
割
に
は
給
料
も
高
く
な
い
。
に
も
か
か

薬
剤
が
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
事
実
を

ま
ざ
ま
ざ
と
体
験
さ
せ
る
教
育
が
必
要
。

「
お
薬
手
帳
」を
何
冊
も
持
っ
て
歩
く
患
者
を
見
て

お
か
し
い
と
思
わ
な
い
の
か
？
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仕
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を
し
て
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る
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ょ
う
。
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ら
、
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患
者
さ
ん
の
役
に
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ち
た
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と
の
一
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死
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し
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。
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で
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、
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護
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に
な
る
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そ
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経
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を
教
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現
場

で
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る
の
が
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で
す
。
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剤
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の
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な
ら
、
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に
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る
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者
さ
ん
、
逆
に
薬
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の
後
遺
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体
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は
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が

で
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う
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。
薬
の
影
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の
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を
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、
自
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の
仕
事
の
意
義

を
知
り
、
人
生
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が
変
わ
る
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心
動
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れ
た
結
果
、
自
分
は
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ん

な
薬
剤
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に
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り
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い
の
か
、
見
え
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る
人
も
多
い
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あ
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。
最
初
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助

産
師
で
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た
が
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ん
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仕
事
の
領
域
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り
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然
、
が
ん

の
患
者
さ
ん
と
出
会
い
、
彼
女
か
ら
『
ど
う
や
っ
て
生
き
れ
ば
い
い

の
？
』
と
の
質
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
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、
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者
さ
ん
の
お
役
に
立
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る
方
法
が
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か
、
自
分
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つ

づ
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ま
す
」

　
そ
し
て
、
今
や
日
本
看
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協
会
の
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長
で
あ
る
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不
思
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な
も
の
で
す
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そ
う
こ
う
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て
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一
生
１
回
徹
底
し
て
ぶ
つ
か
っ
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

若
い
こ
ろ
の
私
に
は
な
か
っ
た
考
え
方
で
す
。
だ
か
ら
、
会
長
へ
の

打
診
が
あ
っ
た
際
も
─
─
考
え
て
み
た
ら
え
ら
い
仕
事
で
す
よ
ね
。

け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
し
て
や
っ
て
み
よ
う
か
っ
て
。
逃
げ
な
い
で

や
っ
て
み
よ
う
と
」

　
か
つ
て
、
薬
の
医
療
安
全
の
知
識
に
関
し
て
調
査
が
な
さ
れ
た
。

当
然
、
結
果
は
薬
剤
師
が
ト
ッ
プ
だ
っ
た
そ
う
だ
。

「
持
っ
た
知
識
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ん
の
た
め
に

勉
強
し
て
き
た
の
で
す
か
？
私
は
問
い
た
い
。
病
む
人
た
ち
の
ほ
と

ん
ど
が
薬
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
薬
に
対
し
て
か
か
わ
る
の
は
、

皆
さ
ん
な
の
で
す
。

　
ぜ
ひ
流
れ
に
任
せ
ず
、
非
難
を
恐
れ
ず
、
決
し
て
逃
げ
ず
に
、
使

命
を
果
た
し
て
く
だ
さ
い
。
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
最
後
、
坂
本
氏
か
ら
、
薬
剤
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
語
ら
れ
た
と

き
、
さ
ら
に
背
筋
が
伸
び
た
。

PROFILE
さかもと・すが
1971年 和歌山県立高等看護学院看護学部卒業
1972年 和歌山県立高等看護学院保健助産学部卒業
 和歌山県立医科大学附属病院（ 助産婦 ）
1976年 国立王子病院（ 産婦人科病棟勤務 ）
 関東逓信病院（ 現・NTT東日本関東病院 ）産婦人科病棟
1989年 関東逓信病院産婦人科病棟婦長
1992年 関東逓信病院副看護部長
1993年 日本看護協会看護研修学校管理コース修了
1996年 青山学院大学経営学部経営学科卒業
1997年 関東逓信病院看護部長
2003年 北里大学大学院看護学研究科非常勤講師
2004年 埼玉大学大学院経済科学研究科博士前期課程修了（ 修士 ）
2005年 共立女子短期大学看護学科非常勤講師
2006年 NTT東日本関東病院シニアアドバイザー
 東京医療保健大学看護学科学科長／教授
2007年 埼玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了（ 博士 ）
 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科教授
2008年 東京都看護協会副会長
 社団法人日本看護協会副会長
2011年 公益社団法人日本看護協会会長
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素
直
に
看
護
師
の
闘
う
姿
に
見
習
い
た
い
。

「
保
険
薬
局
は
、
今
、
言
わ
れ
っ
放
し
で
、
ち
ょ
っ
と
形
勢
が
悪
い

雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
高
収
益
へ
の
非
難
、
院
外
処
方
の
効
果
へ
の

疑
問
視
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
医
療
界
内
で
も
意
見
が
あ
が
っ

て
い
ま
す
。

　
で
も
ね
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
何
も
恐

れ
る
必
要
は
な
い
。
風
当
た
り
が
強
く
て
も
守
り
に
入
ら
ず
、
薬
剤

の
勉
強
を
し
て
き
た
専
門
家
の
立
場
か
ら
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
の
提

言
を
行
う
の
に
、
た
め
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
看
護
師
は
、
お
か
し
い
こ
と
は
お
か
し
い
と
言
い
ま
す
。

当
協
会
で
は
、
患
者
さ
ん
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

な
ら
何
に
も
屈
せ
ず
、
政
策
提
言
を
し
ま
す
。
そ
の
覚
悟
が
で
き
て

い
ま
す
。
私
は
、
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
仲
間
と
し
て
薬
剤
師
を

厚
く
信
頼
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
自
分
た

ち
の
問
題
に
は
、
自
分
た
ち
な
り
の
お
答
え
を
、
ぜ
ひ
出
し
て
ほ
し

い
と
望
み
ま
す
」

◆
　
◆
　
◆

　
薬
学
部
で
は
２
０
０
６
年
か
ら
６
年
制
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
２
０
１
２
年
か
ら
卒
業
生
が
社
会
に
出
て
い

る
が
、
早
く
も
そ
の
効
果
が
問
わ
れ
始
め
た
。

　
４
年
か
ら
６
年
と
２
年
間
延
び
た
の
は
、
医
療
人
と
し
て
の
倫
理

・
教
養
、
課
題
発
見
能
力
・
問
題
解
決
能
力
や
臨
床
実
践
能
力
を
身

に
つ
け
る
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
に
言
い
換
え
れ
ば
、
患
者
と

接
す
る
能
力
を
養
成
し
よ
う
と
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
多
く
の
看
護
師

が
持
つ
常
に
患
者
の
そ
ば
に
い
て
働
く
能
力
は
、
教
育
期
間
を
長
く

す
れ
ば
身
に
つ
け
ら
れ
る
の
か
。

「
そ
も
そ
も
、
教
育
を
受
け
て
患
者
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
ら
せ
よ
う
と
す
る
発
想
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　
私
も
大
学
に
い
て
看
護
師
を
教
え
て
い
た
経
験
を
持
ち
ま
す
が
、

教
科
書
に
あ
る
内
容
は
目
先
の
解
決
方
法
で
す
。
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
、
10
年
先
の
医
療
の
状
況
は
予
想
で
き
ま
せ
ん
の
で
。
し
た
が
っ

て
、
予
想
不
能
な
と
こ
ろ
で
自
ら
が
道
を
切
り
拓
い
て
い
く
力
を
教

え
よ
う
と
痛
切
に
思
っ
て
教
壇
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
教
育
内
容
も

教
授
方
法
も
、
お
そ
ら
く
は
時
を
経
て
変
わ
る
。
な
ら
ば
、
与
え
る

べ
き
は
や
っ
ぱ
り
『
夢
』
で
す
。
患
者
さ
ん
は
、
看
護
師
が
そ
ば
に

い
る
こ
と
で
ど
れ
だ
け
支
え
ら
れ
る
の
か
、
『
生
き
て
き
て
良
か
っ

た
』
と
最
期
に
言
葉
を
残
し
て
く
れ
た
と
き
の
感
動
─
─
。
夢
の
力

は
計
り
知
れ
ず
、
未
来
に
遭
遇
す
る
困
難
な
状
況
を
、
き
っ
と
切
り

拓
く
原
動
力
に
な
り
ま
す
」

　
夢
と
、
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
の
は
、
心
を
動
か
す
こ
と
だ
と
同
氏

は
言
う
。

「
看
護
師
は
過
酷
な
仕
事
な
割
に
は
給
料
も
高
く
な
い
。
に
も
か
か

薬
剤
が
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
事
実
を

ま
ざ
ま
ざ
と
体
験
さ
せ
る
教
育
が
必
要
。

「
お
薬
手
帳
」を
何
冊
も
持
っ
て
歩
く
患
者
を
見
て

お
か
し
い
と
思
わ
な
い
の
か
？

TU26_P04-09_MO10.indd   8 15/12/02   14:37TU.indd   9 2015/12/02   16:52



11   

株式会社龍角散執行役員／開発本部長

福居 篤子

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

福居篤子氏の経歴は、活気ある急性期病院の臨床薬剤師から始まっている。

患者に寄り添い、服薬の苦痛や悩みの相談を受けた「使う側」の経験から

「つくる側」になることを志し、製薬会社の研究開発部門に転じた。

飲みにくい薬を飲みやすくしようと考えてつくり出した服薬補助ゼリーは、

発売から18年を経て多彩なラインナップを誇る製品に。

開発部門のトップに立つ今も、「感じて考える」薬剤師魂は健在だ。

「ゼリーで服薬」の新常識を
発想し、研究開発、製品化
今も世に広める途上を歩む
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　今回、坂本すが氏の取材でうか
がった公益社団法人日本看護協会
本部のある日本看護協会ビルは、
東京・明治神宮から約1.1kmにわ
たって伸びる大通り、表参道に面
して立つ。
　文字どおり、明治神宮の“表参
道”として1920年に建設されたこ
の道路沿いには、美しいケヤキ並
木や広い歩道が織り成す景観の良
さもあってか、いつしか海外有名
ブランド店やファッションビル、
カフェなどが立ち並び、流行の発
信拠点として知られるようになっ
た。日本看護協会ビルは、そんな
街の雰囲気に溶け込むような意匠
が施された建物だ。

●
　同協会の前身である日本帝国看
護婦協会は、もともと東京・新宿
の東京女子医科大学そばに本部を
置いていた。しかし、太平洋戦争
末期の空襲で建物を焼失。移転先

として選ばれたのが表参道だった
という。今でこそ表参道は都内で
も屈指の一等地だが、当時はまだ
地価が手ごろだったうえ、明治神
宮に隣接する風致地区という好環
境が決め手になったそうだ。
　現在のビルは2004年に新築され
た地下２階、地上８階の全面ガラ
ス張りの建物である。設計は建築
家の黒川紀章氏。デザインのテー
マは「公共性の高い同協会の機能
と品格を保ちながら、いかに表参
道に共生させるか」だと聞いた。
　ビルの正面に立つと、壁面線の
そろっているビルの多い表参道で
は珍しく、あえて建物を後退させ
ポケットパークが設けられている
ことに気づく。低層階に入居する
店舗に挟まれた中央の大階段をの
ぼりきったところには、吹き抜け
のテラスが設けられていた。風が
通り、自然の光が差し込む心地良
い空間だ。

●
　一方、建物の右手にまわると、
「クリスタルコーン」と称するガ

ラス張りの円錐が目を引く日本看
護協会専用のエントランスホール
がある。円錐は黒川氏の建築に特
徴的な形態で、1990年代から多用
され、国内では愛媛県総合科学博
物館や国立新美術館の正面玄関に
も見られる。
　ヨーロッパの尖塔や中国建築の
屋根、あるいはロケットの先端を
表しているなど、さまざまな解釈
があるが、本当のところはわから
ない。しかし、地上８階にまでつ
づく巨大なガラスの円錐が表参道
のランドマークのひとつになって
いるのは間違いないようだ。

●
　通りの向かい側には全長250m
に及ぶ長大な構造が特徴のファッ
ションビル「表参道ヒルズ」がそ
びえ立つ。ほかにも、表参道には
個性的なビルが数多いが、日本看
護協会ビルは、そうした景観に馴
染みつつ、かつクリスタルコーン
が燦然と輝きを放つ。黒川氏がデ
ザインのテーマに掲げた「同協会
の機能と品格」と「表参道との共
生」の両立は、見事に達成された
と言えるだろう。

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。

日本看護協会ビル
（東京都渋谷区）

DATA
日本看護協会ビル
所在地：東京都渋谷区神宮前５-８- ２

日本看護協会のエントランスホールとなっているク
リスタルコーン

同ビル３階の展示コーナーでは、日本看護協会
の活動などを紹介している
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す
。
だ
か
ら
薬
は
水
で
は
な
く
、
液
体
と
固
体
の
中

間
の
ゼ
リ
ー
状
の
も
の
で
飲
む
の
が
い
い
と
発
想
し

ま
し
た
。

│
│
確
か
に
嚥
下
障
害
の
あ
る
患
者
さ
ん
の
食
事
や

飲
み
も
の
は
、
と
ろ
み
を
つ
け
て
飲
み
込
み
や
す
く

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

福
居
　
製
剤
は
、
錠
剤
、
カ
プ
セ
ル
、
粉
末
、
顆
粒

と
、
固
体
が
主
で
す
。
よ
っ
て
、
液
体
で
は
な
く
ゼ

リ
ー
で
、
そ
れ
も
包
み
こ
む
よ
う
に
す
れ
ば
喉
を
通

過
し
や
す
い
と
考
え
ま
し
た
（【
資
料
１
】）。

　
食
用
に
限
っ
て
も
、
固
体
と
液
体
の
中
間
の
性
質

の
素
材
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
中

か
ら
条
件
に
合
う
も
の
を
探
し
ま
し
た
。
薬
剤
を
包

み
こ
む
だ
け
の
付
着
性
が
あ
り
、
同
時
に
、
口
腔
や

食
道
に
残
存
す
る
よ
う
な
粘
性
が
な
い
、
胃
に
到
達

し
た
ら
す
ぐ
に
溶
け
て
液
体
と
な
り
、
水
と
同
じ
よ

う
に
薬
剤
に
影
響
を
与
え
な
い
な
ど
の
条
件
を
満
た

す
も
の
で
す
。

　
検
討
し
た
結
果
、
ゼ
リ
ー
の
素
材
と
し
て
選
択
し

た
の
は
、
食
感
と
ゲ
ル
強
度
を
調
整
し
た
寒
天
で
し

た
。
他
の
配
合
成
分
も
、
安
全
性
は
も
ち
ろ
ん
、
虫

歯
や
イ
ン
ス
リ
ン
分
泌
に
影
響
が
少
な
い
点
な
ど
に

配
慮
し
て
選
び
、
最
終
的
に
ノ
ン
シ
ュ
ガ
ー
、
ロ
ー

カ
ロ
リ
ー
、
防
腐
剤
無
添
加
の
製
品
開
発
に
行
き
着

き
ま
し
た
。

「
薬
は
水
で
飲
む
」
常
識
を

研
究
し
尽
く
し
た
試
作
品
と

介
護
現
場
の
視
察
で
覆
す

│
│
医
療
界
初
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
。
画
期
的
な
製

品
で
す
ね
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
薬
を
水
で
飲
む
の
は
当
た
り
前

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

ぶどう味。子どもに薬が入っていると気づかれないように、ぶどうの皮から抽出した
色素を利用して色を濃くし、薬を見えにくくしている

ピーチ味。前年に発売されたいちご味同様、小児用薬に多いドライシロップと混ぜて
も違和感のないフルーツの味と香りにした

チョコレート味。抗生物質など苦味の強い薬の服用時に適している。味蕾に作用して
苦味だけを一時的にマスキングする

いちご味。成人向けの製品の味が子どもには酸っぱすぎるとの声を受けて、2000年に
発売が開始された
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患
者
と
接
す
る
機
会
の
多
い

病
院
で
の
勤
務
経
験
が

使
う
側
の
目
線
を
育
て
た

│
│
福
居
先
生
の
初
め
て
の
ご
勤
務
先
は
、
福
岡
徳

洲
会
病
院
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

福
居
　
同
院
は
活
気
の
あ
る
面
白
い
病
院
で
、
「
病

気
や
け
が
に
休
み
は
な
い
の
だ
か
ら
、
患
者
さ
ん
は

い
つ
で
も
受
け
入
れ
る
」
と
の
考
え
方
の
も
と
、
外

来
の
午
前
・
午
後
・
夕
方
診
療
以
外
の
時
間
帯
、
真

夜
中
で
も
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。

　
薬
剤
師
に
も
当
直
が
あ
り
、
受
付
や
医
事
課
の
並

び
に
薬
局
が
あ
っ
た
た
め
、
緊
急
の
対
応
や
救
急
患

者
さ
ん
の
対
応
も
し
ま
し
た
。
「
切
断
肢
は
氷
で
冷

や
し
て
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
！
」
と
患
者
さ
ん
の

ご
家
族
に
指
示
し
た
り
、
救
急
車
が
入
っ
て
来
る
と

救
急
処
置
室
ま
で
走
っ
て
行
っ
た
り
。
「
こ
の
中
毒

な
ら
、
あ
の
処
置
」、
「
心
停
止
だ
か
ら
、
あ
の
薬

剤
」
な
ど
、
い
ち
早
く
状
態
を
確
認
し
て
治
療
の
準

備
に
ま
た
走
る
。
最
初
は
戸
惑
い
も
し
ま
し
た
が
、

多
く
の
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
仕
事
を
覚

え
て
い
き
ま
し
た
。

│
│
患
者
さ
ん
と
接
す
る
機
会
の
多
い
職
場
で
、
ま

さ
に
臨
床
薬
剤
師
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

福
居
　
医
師
、
看
護
師
、
薬
剤
師
が
と
も
に
病
棟
を

ま
わ
っ
て
患
者
さ
ん
を
診
て
い
く
チ
ー
ム
医
療
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
入
院
患
者
の
方
と
も
日
々
、
顔

を
合
わ
せ
て
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　「
患
者
本
位
、
患
者
の
た
め
に
」
と
の
意
識
を
徹

底
し
て
追
求
し
て
い
た
病
院
で
し
た
か
ら
、
ご
く
自

然
に
患
者
さ
ん
と
同
じ
立
場
に
立
ち
、
薬
を
使
う
側

と
し
て
感
じ
た
り
、
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

何
か
お
か
し
い
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
医
師
に
も
遠

慮
な
く
抗
議
し
、
怒
鳴
り
返
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た

け
れ
ど
（
笑
）。

│
│
医
師
と
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
対
等
に
そ
れ

ぞ
れ
の
職
責
を
果
た
す
チ
ー
ム
医
療
は
、
１
９
８
０

年
代
に
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　
先
進
的
な
病
院
で
薬
剤
師
と
し
て
働
い
た
ご
経
験

は
、
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
大
い
に
生
き
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

福
居
　
そ
う
で
す
ね
。
薬
は
、
正
し
く
使
わ
れ
て
初

め
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
患
者
さ

ん
た
ち
と
接
し
て
い
る
と
、
特
に
、
内
服
薬
が
正
し

く
使
わ
れ
て
い
な
い
実
情
を
多
く
目
の
当
た
り
に
し

ま
し
た
。

　
苦
い
、
ま
ず
い
、
飲
み
に
く
い
、
だ
か
ら
勝
手
に

服
薬
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
飲
み
に
く

い
大
き
な
錠
剤
を
粉
末
に
し
て
ヨ
ー
グ
ル
ト
や
お
粥

に
混
ぜ
て
食
べ
る
な
ど
、
使
う
立
場
の
患
者
さ
ん
に

は
不
満
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

　
い
つ
し
か
患
者
さ
ん
と
同
じ
「
使
う
側
」
に
い
て

わ
か
っ
た
こ
と
を
生
か
し
、
薬
剤
を
「
つ
く
る
側
」

に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
転
職
の

き
っ
か
け
で
す
。

研
究
開
発
の
現
場
に
転
じ

服
薬
困
難
の
問
題
解
消
に
向
け
て

「
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
」
で
応
え
た

│
│
龍
角
散
に
入
社
し
、
希
望
ど
お
り
の
研
究
開
発

部
門
に
配
属
さ
れ
た
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
服
薬

補
助
ゼ
リ
ー
の
開
発
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
か
。

福
居
　
研
究
開
発
部
の
一
研
究
員
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
、
す
べ
て
が
わ
か
る
人
材
に
な
る
よ
う
に
と
分
析

か
ら
製
品
開
発
ま
で
経
験
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
「
何
が
い
ち
ば
ん
好
き
？
」
と
尋
ね
ら
れ

て
、
「
製
剤
の
開
発
で
す
」
と
答
え
る
と
Ｏ
Ｔ
Ｃ
部

門
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

　
研
究
開
発
ス
タ
ッ
フ
の
大
多
数
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
部
門
に
所
属
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
部
門
は
３
名
だ

け
で
し
た
か
ら
、
「
こ
こ
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
や
ら
せ
て
も
ら
え
る
」
─
─
と
て
も
幸
せ
な
環
境

で
し
た
。

　
そ
ん
な
折
、
営
業
サ
イ
ド
か
ら
要
望
が
あ
が
っ
て

き
た
の
で
す
。
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
買
っ
て
店
頭
で
す
ぐ
服
用

す
る
患
者
さ
ん
の
た
め
に
、
小
さ
い
容
器
入
り
の
水

を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
の
内
容
で
し
た
。

│
│
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
隣
に
服
薬
用
の
水
が
あ
れ
ば
便
利
だ

ろ
う
と
│
│
。

福
居
　
そ
の
要
望
を
聞
い
て
私
は
、
「
水
で
は
な
く

ゼ
リ
ー
だ
！
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
薬
を
水
で
う
ま

く
飲
め
な
い
患
者
さ
ん
た
ち
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
見
て

き
て
い
ま
し
た
か
ら
。

　
そ
も
そ
も
人
間
の
喉
は
、
液
体
と
固
体
と
を
同
時

に
は
飲
み
込
め
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。

無
理
に
い
っ
し
ょ
に
飲
む
と
、
む
せ
て
、
悪
く
す
る

と
誤
嚥
し
て
し
ま
い
ま
す
。
高
齢
者
や
病
気
で
弱
っ

て
い
る
方
に
と
っ
て
、
誤
嚥
は
命
に
か
か
わ
る
ト
ラ

ブ
ル
で
す
。

　
現
在
、
日
本
人
の
死
因
の
１
位
が
が
ん
、
２
位
が

心
疾
患
で
、
肺
炎
は
３
位
で
す
が
、
が
ん
や
心
疾

患
、
脳
血
管
疾
患
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
直
接
の

死
因
は
肺
炎
、
そ
れ
も
誤
嚥
性
肺
炎
の
ケ
ー
ス
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気
を
治
す
た
め
の
薬
な
の
に

飲
む
の
が
命
が
け
と
は
、
な
ん
と
も
お
か
し
な
話
で
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す
。
だ
か
ら
薬
は
水
で
は
な
く
、
液
体
と
固
体
の
中

間
の
ゼ
リ
ー
状
の
も
の
で
飲
む
の
が
い
い
と
発
想
し

ま
し
た
。

│
│
確
か
に
嚥
下
障
害
の
あ
る
患
者
さ
ん
の
食
事
や

飲
み
も
の
は
、
と
ろ
み
を
つ
け
て
飲
み
込
み
や
す
く

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

福
居
　
製
剤
は
、
錠
剤
、
カ
プ
セ
ル
、
粉
末
、
顆
粒

と
、
固
体
が
主
で
す
。
よ
っ
て
、
液
体
で
は
な
く
ゼ

リ
ー
で
、
そ
れ
も
包
み
こ
む
よ
う
に
す
れ
ば
喉
を
通

過
し
や
す
い
と
考
え
ま
し
た
（【
資
料
１
】）。

　
食
用
に
限
っ
て
も
、
固
体
と
液
体
の
中
間
の
性
質

の
素
材
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
中

か
ら
条
件
に
合
う
も
の
を
探
し
ま
し
た
。
薬
剤
を
包

み
こ
む
だ
け
の
付
着
性
が
あ
り
、
同
時
に
、
口
腔
や

食
道
に
残
存
す
る
よ
う
な
粘
性
が
な
い
、
胃
に
到
達

し
た
ら
す
ぐ
に
溶
け
て
液
体
と
な
り
、
水
と
同
じ
よ

う
に
薬
剤
に
影
響
を
与
え
な
い
な
ど
の
条
件
を
満
た

す
も
の
で
す
。

　
検
討
し
た
結
果
、
ゼ
リ
ー
の
素
材
と
し
て
選
択
し

た
の
は
、
食
感
と
ゲ
ル
強
度
を
調
整
し
た
寒
天
で
し

た
。
他
の
配
合
成
分
も
、
安
全
性
は
も
ち
ろ
ん
、
虫

歯
や
イ
ン
ス
リ
ン
分
泌
に
影
響
が
少
な
い
点
な
ど
に

配
慮
し
て
選
び
、
最
終
的
に
ノ
ン
シ
ュ
ガ
ー
、
ロ
ー

カ
ロ
リ
ー
、
防
腐
剤
無
添
加
の
製
品
開
発
に
行
き
着

き
ま
し
た
。

「
薬
は
水
で
飲
む
」
常
識
を

研
究
し
尽
く
し
た
試
作
品
と

介
護
現
場
の
視
察
で
覆
す

│
│
医
療
界
初
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
。
画
期
的
な
製

品
で
す
ね
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
薬
を
水
で
飲
む
の
は
当
た
り
前

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

ぶどう味。子どもに薬が入っていると気づかれないように、ぶどうの皮から抽出した
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いちご味。成人向けの製品の味が子どもには酸っぱすぎるとの声を受けて、2000年に
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患
者
と
接
す
る
機
会
の
多
い

病
院
で
の
勤
務
経
験
が

使
う
側
の
目
線
を
育
て
た

│
│
福
居
先
生
の
初
め
て
の
ご
勤
務
先
は
、
福
岡
徳

洲
会
病
院
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

福
居
　
同
院
は
活
気
の
あ
る
面
白
い
病
院
で
、
「
病

気
や
け
が
に
休
み
は
な
い
の
だ
か
ら
、
患
者
さ
ん
は

い
つ
で
も
受
け
入
れ
る
」
と
の
考
え
方
の
も
と
、
外

来
の
午
前
・
午
後
・
夕
方
診
療
以
外
の
時
間
帯
、
真

夜
中
で
も
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。

　
薬
剤
師
に
も
当
直
が
あ
り
、
受
付
や
医
事
課
の
並

び
に
薬
局
が
あ
っ
た
た
め
、
緊
急
の
対
応
や
救
急
患

者
さ
ん
の
対
応
も
し
ま
し
た
。
「
切
断
肢
は
氷
で
冷

や
し
て
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
！
」
と
患
者
さ
ん
の

ご
家
族
に
指
示
し
た
り
、
救
急
車
が
入
っ
て
来
る
と

救
急
処
置
室
ま
で
走
っ
て
行
っ
た
り
。
「
こ
の
中
毒

な
ら
、
あ
の
処
置
」、
「
心
停
止
だ
か
ら
、
あ
の
薬

剤
」
な
ど
、
い
ち
早
く
状
態
を
確
認
し
て
治
療
の
準

備
に
ま
た
走
る
。
最
初
は
戸
惑
い
も
し
ま
し
た
が
、

多
く
の
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
仕
事
を
覚

え
て
い
き
ま
し
た
。

│
│
患
者
さ
ん
と
接
す
る
機
会
の
多
い
職
場
で
、
ま

さ
に
臨
床
薬
剤
師
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

福
居
　
医
師
、
看
護
師
、
薬
剤
師
が
と
も
に
病
棟
を

ま
わ
っ
て
患
者
さ
ん
を
診
て
い
く
チ
ー
ム
医
療
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
、
入
院
患
者
の
方
と
も
日
々
、
顔

を
合
わ
せ
て
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　「
患
者
本
位
、
患
者
の
た
め
に
」
と
の
意
識
を
徹

底
し
て
追
求
し
て
い
た
病
院
で
し
た
か
ら
、
ご
く
自

然
に
患
者
さ
ん
と
同
じ
立
場
に
立
ち
、
薬
を
使
う
側

と
し
て
感
じ
た
り
、
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

何
か
お
か
し
い
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
医
師
に
も
遠

慮
な
く
抗
議
し
、
怒
鳴
り
返
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た

け
れ
ど
（
笑
）。

│
│
医
師
と
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
対
等
に
そ
れ

ぞ
れ
の
職
責
を
果
た
す
チ
ー
ム
医
療
は
、
１
９
８
０

年
代
に
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　
先
進
的
な
病
院
で
薬
剤
師
と
し
て
働
い
た
ご
経
験

は
、
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
大
い
に
生
き
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

福
居
　
そ
う
で
す
ね
。
薬
は
、
正
し
く
使
わ
れ
て
初

め
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
患
者
さ

ん
た
ち
と
接
し
て
い
る
と
、
特
に
、
内
服
薬
が
正
し

く
使
わ
れ
て
い
な
い
実
情
を
多
く
目
の
当
た
り
に
し

ま
し
た
。

　
苦
い
、
ま
ず
い
、
飲
み
に
く
い
、
だ
か
ら
勝
手
に

服
薬
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
飲
み
に
く

い
大
き
な
錠
剤
を
粉
末
に
し
て
ヨ
ー
グ
ル
ト
や
お
粥

に
混
ぜ
て
食
べ
る
な
ど
、
使
う
立
場
の
患
者
さ
ん
に

は
不
満
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

　
い
つ
し
か
患
者
さ
ん
と
同
じ
「
使
う
側
」
に
い
て

わ
か
っ
た
こ
と
を
生
か
し
、
薬
剤
を
「
つ
く
る
側
」

に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
転
職
の

き
っ
か
け
で
す
。

研
究
開
発
の
現
場
に
転
じ

服
薬
困
難
の
問
題
解
消
に
向
け
て

「
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
」
で
応
え
た

│
│
龍
角
散
に
入
社
し
、
希
望
ど
お
り
の
研
究
開
発

部
門
に
配
属
さ
れ
た
後
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
服
薬

補
助
ゼ
リ
ー
の
開
発
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
か
。

福
居
　
研
究
開
発
部
の
一
研
究
員
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
、
す
べ
て
が
わ
か
る
人
材
に
な
る
よ
う
に
と
分
析

か
ら
製
品
開
発
ま
で
経
験
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
「
何
が
い
ち
ば
ん
好
き
？
」
と
尋
ね
ら
れ

て
、
「
製
剤
の
開
発
で
す
」
と
答
え
る
と
Ｏ
Ｔ
Ｃ
部

門
に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

　
研
究
開
発
ス
タ
ッ
フ
の
大
多
数
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
部
門
に
所
属
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
部
門
は
３
名
だ

け
で
し
た
か
ら
、
「
こ
こ
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
や
ら
せ
て
も
ら
え
る
」
─
─
と
て
も
幸
せ
な
環
境

で
し
た
。

　
そ
ん
な
折
、
営
業
サ
イ
ド
か
ら
要
望
が
あ
が
っ
て

き
た
の
で
す
。
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
買
っ
て
店
頭
で
す
ぐ
服
用

す
る
患
者
さ
ん
の
た
め
に
、
小
さ
い
容
器
入
り
の
水

を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
の
内
容
で
し
た
。

│
│
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
隣
に
服
薬
用
の
水
が
あ
れ
ば
便
利
だ

ろ
う
と
│
│
。

福
居
　
そ
の
要
望
を
聞
い
て
私
は
、
「
水
で
は
な
く

ゼ
リ
ー
だ
！
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
薬
を
水
で
う
ま

く
飲
め
な
い
患
者
さ
ん
た
ち
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
見
て

き
て
い
ま
し
た
か
ら
。

　
そ
も
そ
も
人
間
の
喉
は
、
液
体
と
固
体
と
を
同
時

に
は
飲
み
込
め
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。

無
理
に
い
っ
し
ょ
に
飲
む
と
、
む
せ
て
、
悪
く
す
る

と
誤
嚥
し
て
し
ま
い
ま
す
。
高
齢
者
や
病
気
で
弱
っ

て
い
る
方
に
と
っ
て
、
誤
嚥
は
命
に
か
か
わ
る
ト
ラ

ブ
ル
で
す
。

　
現
在
、
日
本
人
の
死
因
の
１
位
が
が
ん
、
２
位
が

心
疾
患
で
、
肺
炎
は
３
位
で
す
が
、
が
ん
や
心
疾

患
、
脳
血
管
疾
患
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
直
接
の

死
因
は
肺
炎
、
そ
れ
も
誤
嚥
性
肺
炎
の
ケ
ー
ス
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気
を
治
す
た
め
の
薬
な
の
に

飲
む
の
が
命
が
け
と
は
、
な
ん
と
も
お
か
し
な
話
で
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の
ゼ
リ
ー
だ
と
包
み
込
ん
だ
錠
剤
が
見
え
、
子
ど
も

が
薬
だ
と
気
づ
き
飲
ん
で
く
れ
な
い
」
と
い
っ
た
声

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
２
０
０
６
年
に
発

売
し
た
の
が
、
ぶ
ど
う
味
で
す
。
ぶ
ど
う
の
皮
か
ら

抽
出
し
た
色
素
で
着
色
、
濃
い
紫
色
で
す
が
透
明
感

は
あ
っ
て
、
錠
剤
を
包
む
と
“
ぶ
ど
う
の
実
”
の
よ

う
に
見
え
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。

│
│
そ
の
後
も
、
漢
方
薬
用
や
成
人
の
健
常
者
向
け

と
新
し
い
製
品
を
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

福
居
　
漢
方
薬
に
は
、
味
や
香
り
も
効
能
の
一
部
と

さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
漢
方
薬
用
は
、

苦
味
の
半
分
だ
け
を
マ
ス
キ
ン
グ
し
、
薄
味
の
ゼ
リ

ー
に
漢
方
薬
独
特
の
苦
味
や
渋
味
が
加
わ
る
と
、
コ

ー
ヒ
ー
ゼ
リ
ー
や
い
ち
ご
チ
ョ
コ
の
風
味
に
味
が
完

成
す
る
よ
う
つ
く
り
ま
し
た
。

　
２
０
１
３
年
に
発
売
し
た
健
常
者
向
け
は
、
服
薬

・
嚥
下
時
の
喉
の
状
態
を
解
明
す
る
実
験
を
経
て
、

自
信
を
持
っ
て
世
に
出
し
ま
し
た
。

│
│
実
験
で
は
、
具
体
的
に
何
を
調
べ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

福
居
　
薬
を
水
で
飲
ん
だ
場
合
と
、
ゼ
リ
ー
で
飲
ん

だ
場
合
の
喉
の
筋
肉
の
状
態
を
計
測
す
る
ほ
か
、
レ

ン
ト
ゲ
ン
で
透
視
撮
影
し
た
結
果
を
解
析
し
た
の
で

す
（【
資
料
２
・
３
】）。

　
水
で
服
薬
す
る
と
、
水
だ
け
が
先
に
流
れ
落
ち
、

薬
は
喉
に
付
着
す
る
よ
う
に
し
て
残
る
場
合
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
ゼ
リ
ー
な
ら
、
薬
と
い
っ
し

ょ
に
喉
を
通
過
し
ま
す
。
飲
み
込
む
際
に
時
間
差
が

生
じ
な
い
の
で
す
。
結
果
、
喉
の
筋
肉
に
か
か
る
負

荷
に
大
き
な
差
が
出
ま
す
。
ゼ
リ
ー
に
よ
る
服
薬
な

ら
、
ほ
と
ん
ど
負
荷
が
か
か
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

水
で
の
服
薬
に
は
大
き
な
負
荷
が
発
生
し
て
し
ま
う

の
で
す
。

服
薬
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
、

ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
向
上
に
加
え

薬
剤
師
と
患
者
を
つ
な
ぐ
ツ
ー
ル
に

│
│
つ
ま
り
、
健
常
な
大
人
で
も
水
で
薬
を
飲
む
の

に
は
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
る
、
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
で
包

ん
で
飲
む
の
が
正
解
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

　
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
シ
リ
ー
ズ
は
、
法
的
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
は
「
食
品（
清
涼
飲
料
水
）」
に
入
る
そ

う
で
す
が
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
同
じ
く
薬
局
で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。

福
居
　
当
初
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
記
載
し
た
「
薬
が

ラ
ク
に
飲
め
る
」
と
い
う
文
言
が
薬
事
法
に
抵
触
す

る
と
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働
省
）
か
ら
指
摘
さ
れ

ま
し
た
が
、
医
療
現
場
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
を
訴
え
、

商
品
が
安
全
で
有
益
だ
と
説
明
し
、
最
終
的
に
は
ご

理
解
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

│
│
保
険
薬
局
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
た
ち
に
と
っ
て

も
、
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
は
画
期
的
な
商
品
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

福
居
　
販
売
開
始
直
後
、
ま
ず
薬
を
処
方
す
る
臨
床

医
の
方
々
に
、
次
い
で
調
剤
を
し
、
服
薬
指
導
を
す

る
薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
、
ご
紹
介
と
説
明
の
機
会

を
た
び
た
び
い
た
だ
き
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
知
っ
て

く
だ
さ
る
と
、
「
使
っ
て
み
よ
う
、
す
す
め
て
み
よ

う
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
例
が
多
い
で
す
ね
。

　
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
の
方
は
、
患
者
さ
ん
の
す
ぐ

傍
ら
に
い
る
存
在
。
海
外
で
は
、
体
調
不
良
時
に
最

初
に
相
談
す
る
の
は
薬
剤
師
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
か
ら
は
日
本
で
も
、
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
向
上
に

も
っ
と
も
寄
与
で
き
る
、
薬
剤
の
プ
ロ
の
立
場
で
患

者
さ
ん
と
接
す
る
薬
剤
師
が
増
え
て
い
く
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

　
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
を
、
医
療
者
と
患
者
さ
ん
、
薬

剤
師
と
患
者
さ
ん
を
結
ぶ
ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て

利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

│
│
「
ゼ
リ
ー
で
薬
を
飲
む
」
発
想
は
、
福
居
先
生

の
臨
床
薬
剤
師
の
お
仕
事
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
ま
し

た
。
薬
剤
師
の
可
能
性
の
す
そ
野
の
広
さ
を
あ
ら
た

め
て
感
じ
ま
し
た
。

　
今
日
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
ふくい・あつこ
1988年第一薬科大学薬学部薬剤学科卒業、福岡徳洲会病院勤務。1990年栗山
中央病院勤務。1991年株式会社龍角散入社、研究所で薬品分析や製剤などに
従事。1998年開発した服薬補助ゼリーが発売される。2008年薬学博士（名城
大学）。現在、同社執行役員／開発本部長（企画開発部長／国際部長／医薬部
長／マーケティング部長／生産本部長付）
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す
ぎ
る
習
慣
で
す
。
あ
る
意
味
、
「
常
識
」
に
類
す

る
の
で
、
ゼ
リ
ー
に
抵
抗
を
感
じ
る
方
も
い
る
と
思

い
ま
す
。

福
居
　
試
作
品
を
つ
く
り
、
最
初
に
経
営
会
議
で
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
と
き
は
、
散
々
な
反
応

で
し
た
。
け
れ
ど
、
翌
月
も
懲
り
ず
に
会
議
に
出
て

い
き
、
「
病
院
や
介
護
施
設
で
困
っ
て
い
る
方
が
い

る
の
で
す
」
と
説
得
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
社
長

が
「
実
際
に
現
状
を
見
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と

言
い
、
介
護
施
設
に
同
行
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

　
仕
方
な
く
ご
飯
に
薬
を
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
て
い
る

介
護
者
と
、
食
べ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
お
年
寄
り
、
ど

ち
ら
も
辛
い
。
薬
を
水
で
飲
ま
せ
れ
ば
誤
嚥
の
危
険

が
あ
る
が
、
飲
ま
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
薬

の
効
果
に
多
少
の
影
響
が
あ
っ
て
も
、
飲
ま
な
い
よ

り
は
ま
し
だ
と
思
い
、
砕
い
て
ご
飯
に
混
ぜ
て
食
べ

さ
せ
る
。

　
そ
う
し
た
現
実
を
見
て
、
社
長
は
「
服
薬
が
食
の

楽
し
み
を
犠
牲
に
し
て
い
る
し
、
薬
の
効
果
に
も
影

響
す
る
」、
「
明
日
は
我
が
身
か
も
し
れ
な
い
」
と
思

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
高
齢
者
や
嚥
下
困
難
者

向
け
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
の
製
品
化
に
、
ゴ
ー
サ
イ

ン
が
出
ま
し
た
。

嚥
下
困
難
者
向
け
で
ス
タ
ー
ト
し

小
児
・
苦
い
薬
・
漢
方
薬
・

健
常
者
用
と
シ
リ
ー
ズ
展
開

│
│
最
初
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
が
発
売
さ
れ
た
１
９

９
８
年
か
ら
18
年
の
間
に
、
用
途
や
対
象
の
違
う
シ

リ
ー
ズ
製
品
が
開
発
・
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
各

国
で
多
く
の
特
許
を
取
得
し
、
ま
た
、
い
く
つ
も
の

賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
こ
の
製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
展
開
に
も
興
味
深
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

福
居
　
発
売
か
ら
間
も
な
く
、
ゼ
リ
ー
の
味
が
「
子

ど
も
に
は
酸
っ
ぱ
す
ぎ
る
」
と
い
う
ご
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
臨
床
薬
剤
師
と
し
て
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ

に
、
食
後
の
服
薬
を
嫌
が
る
小
児
患
者
の
泣
き
声
の

大
合
唱
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
経
験
も
あ
っ
て
、
な

ら
ば
次
は
小
児
向
け
の
製
品
を
つ
く
ろ
う
と
決
心
し

ま
し
た
。

│
│
そ
し
て
開
発
さ
れ
た
の
が
、
２
０
０
０
年
か
ら

販
売
を
開
始
し
た
小
児
向
け
服
薬
ゼ
リ
ー
の
い
ち
ご

味
で
す
ね
。

福
居
　
小
児
用
薬
剤
に
多
い
ド
ラ
イ
シ
ロ
ッ
プ
と
混

ぜ
て
も
違
和
感
の
な
い
フ
ル
ー
ツ
の
味
と
香
り
を
求

め
、
最
初
に
い
ち
ご
味
、
翌
年
に
は
ピ
ー
チ
味
を
発

売
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
抗
生
物
質
な
ど
苦
味
の
強
い
製
剤
に
対

し
て
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
味
。
味
蕾
に
作
用
し
て
、
苦

味
だ
け
を
一
時
的
に
マ
ス
キ
ン
グ
す
る
ゼ
リ
ー
の
開

発
に
は
、
デ
ー
タ
の
取
得
も
含
め
、
約
２
年
を
要
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
利
用
者
の
方
か
ら
は
、
「
薄
色
で
半
透
明

【資料３】薬が胃に届くまでの時間の違い

【資料２】喉へかかるストレスの違い

水は約18秒かかる

服薬補助ゼリーなら、約８秒で胃に届く

水で飲んだときは、喉はストレスを感じている

（出典：日本薬剤学会第28年会「喉越しを数値化する〜オトガイ下筋の筋電位に及ぼすゼリー状オブラートの効果〜」）

イメージ図

服薬補助ゼリーで飲んだときは、喉はストレスを感じていない

喉の筋肉負荷

喉の筋肉負荷
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の
ゼ
リ
ー
だ
と
包
み
込
ん
だ
錠
剤
が
見
え
、
子
ど
も

が
薬
だ
と
気
づ
き
飲
ん
で
く
れ
な
い
」
と
い
っ
た
声

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
２
０
０
６
年
に
発

売
し
た
の
が
、
ぶ
ど
う
味
で
す
。
ぶ
ど
う
の
皮
か
ら

抽
出
し
た
色
素
で
着
色
、
濃
い
紫
色
で
す
が
透
明
感

は
あ
っ
て
、
錠
剤
を
包
む
と
“
ぶ
ど
う
の
実
”
の
よ

う
に
見
え
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。

│
│
そ
の
後
も
、
漢
方
薬
用
や
成
人
の
健
常
者
向
け

と
新
し
い
製
品
を
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

福
居
　
漢
方
薬
に
は
、
味
や
香
り
も
効
能
の
一
部
と

さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
漢
方
薬
用
は
、

苦
味
の
半
分
だ
け
を
マ
ス
キ
ン
グ
し
、
薄
味
の
ゼ
リ

ー
に
漢
方
薬
独
特
の
苦
味
や
渋
味
が
加
わ
る
と
、
コ

ー
ヒ
ー
ゼ
リ
ー
や
い
ち
ご
チ
ョ
コ
の
風
味
に
味
が
完

成
す
る
よ
う
つ
く
り
ま
し
た
。

　
２
０
１
３
年
に
発
売
し
た
健
常
者
向
け
は
、
服
薬

・
嚥
下
時
の
喉
の
状
態
を
解
明
す
る
実
験
を
経
て
、

自
信
を
持
っ
て
世
に
出
し
ま
し
た
。

│
│
実
験
で
は
、
具
体
的
に
何
を
調
べ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

福
居
　
薬
を
水
で
飲
ん
だ
場
合
と
、
ゼ
リ
ー
で
飲
ん

だ
場
合
の
喉
の
筋
肉
の
状
態
を
計
測
す
る
ほ
か
、
レ

ン
ト
ゲ
ン
で
透
視
撮
影
し
た
結
果
を
解
析
し
た
の
で

す
（【
資
料
２
・
３
】）。

　
水
で
服
薬
す
る
と
、
水
だ
け
が
先
に
流
れ
落
ち
、

薬
は
喉
に
付
着
す
る
よ
う
に
し
て
残
る
場
合
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
ゼ
リ
ー
な
ら
、
薬
と
い
っ
し

ょ
に
喉
を
通
過
し
ま
す
。
飲
み
込
む
際
に
時
間
差
が

生
じ
な
い
の
で
す
。
結
果
、
喉
の
筋
肉
に
か
か
る
負

荷
に
大
き
な
差
が
出
ま
す
。
ゼ
リ
ー
に
よ
る
服
薬
な

ら
、
ほ
と
ん
ど
負
荷
が
か
か
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

水
で
の
服
薬
に
は
大
き
な
負
荷
が
発
生
し
て
し
ま
う

の
で
す
。

服
薬
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
、

ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
向
上
に
加
え

薬
剤
師
と
患
者
を
つ
な
ぐ
ツ
ー
ル
に

│
│
つ
ま
り
、
健
常
な
大
人
で
も
水
で
薬
を
飲
む
の

に
は
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
る
、
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
で
包

ん
で
飲
む
の
が
正
解
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

　
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
シ
リ
ー
ズ
は
、
法
的
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
は
「
食
品（
清
涼
飲
料
水
）」
に
入
る
そ

う
で
す
が
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
と
同
じ
く
薬
局
で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。

福
居
　
当
初
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
記
載
し
た
「
薬
が

ラ
ク
に
飲
め
る
」
と
い
う
文
言
が
薬
事
法
に
抵
触
す

る
と
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働
省
）
か
ら
指
摘
さ
れ

ま
し
た
が
、
医
療
現
場
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
を
訴
え
、

商
品
が
安
全
で
有
益
だ
と
説
明
し
、
最
終
的
に
は
ご

理
解
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

│
│
保
険
薬
局
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
た
ち
に
と
っ
て

も
、
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
は
画
期
的
な
商
品
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

福
居
　
販
売
開
始
直
後
、
ま
ず
薬
を
処
方
す
る
臨
床

医
の
方
々
に
、
次
い
で
調
剤
を
し
、
服
薬
指
導
を
す

る
薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
、
ご
紹
介
と
説
明
の
機
会

を
た
び
た
び
い
た
だ
き
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
知
っ
て

く
だ
さ
る
と
、
「
使
っ
て
み
よ
う
、
す
す
め
て
み
よ

う
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
例
が
多
い
で
す
ね
。

　
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
の
方
は
、
患
者
さ
ん
の
す
ぐ

傍
ら
に
い
る
存
在
。
海
外
で
は
、
体
調
不
良
時
に
最

初
に
相
談
す
る
の
は
薬
剤
師
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
か
ら
は
日
本
で
も
、
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
向
上
に

も
っ
と
も
寄
与
で
き
る
、
薬
剤
の
プ
ロ
の
立
場
で
患

者
さ
ん
と
接
す
る
薬
剤
師
が
増
え
て
い
く
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

　
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
を
、
医
療
者
と
患
者
さ
ん
、
薬

剤
師
と
患
者
さ
ん
を
結
ぶ
ツ
ー
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て

利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

│
│
「
ゼ
リ
ー
で
薬
を
飲
む
」
発
想
は
、
福
居
先
生

の
臨
床
薬
剤
師
の
お
仕
事
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
ま
し

た
。
薬
剤
師
の
可
能
性
の
す
そ
野
の
広
さ
を
あ
ら
た

め
て
感
じ
ま
し
た
。

　
今
日
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
お
話
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

PROFILE
ふくい・あつこ
1988年第一薬科大学薬学部薬剤学科卒業、福岡徳洲会病院勤務。1990年栗山
中央病院勤務。1991年株式会社龍角散入社、研究所で薬品分析や製剤などに
従事。1998年開発した服薬補助ゼリーが発売される。2008年薬学博士（名城
大学）。現在、同社執行役員／開発本部長（企画開発部長／国際部長／医薬部
長／マーケティング部長／生産本部長付）
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す
ぎ
る
習
慣
で
す
。
あ
る
意
味
、
「
常
識
」
に
類
す

る
の
で
、
ゼ
リ
ー
に
抵
抗
を
感
じ
る
方
も
い
る
と
思

い
ま
す
。

福
居
　
試
作
品
を
つ
く
り
、
最
初
に
経
営
会
議
で
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
と
き
は
、
散
々
な
反
応

で
し
た
。
け
れ
ど
、
翌
月
も
懲
り
ず
に
会
議
に
出
て

い
き
、
「
病
院
や
介
護
施
設
で
困
っ
て
い
る
方
が
い

る
の
で
す
」
と
説
得
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
社
長

が
「
実
際
に
現
状
を
見
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と

言
い
、
介
護
施
設
に
同
行
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

　
仕
方
な
く
ご
飯
に
薬
を
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
て
い
る

介
護
者
と
、
食
べ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
お
年
寄
り
、
ど

ち
ら
も
辛
い
。
薬
を
水
で
飲
ま
せ
れ
ば
誤
嚥
の
危
険

が
あ
る
が
、
飲
ま
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
薬

の
効
果
に
多
少
の
影
響
が
あ
っ
て
も
、
飲
ま
な
い
よ

り
は
ま
し
だ
と
思
い
、
砕
い
て
ご
飯
に
混
ぜ
て
食
べ

さ
せ
る
。

　
そ
う
し
た
現
実
を
見
て
、
社
長
は
「
服
薬
が
食
の

楽
し
み
を
犠
牲
に
し
て
い
る
し
、
薬
の
効
果
に
も
影

響
す
る
」、
「
明
日
は
我
が
身
か
も
し
れ
な
い
」
と
思

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
高
齢
者
や
嚥
下
困
難
者

向
け
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
の
製
品
化
に
、
ゴ
ー
サ
イ

ン
が
出
ま
し
た
。

嚥
下
困
難
者
向
け
で
ス
タ
ー
ト
し

小
児
・
苦
い
薬
・
漢
方
薬
・

健
常
者
用
と
シ
リ
ー
ズ
展
開

│
│
最
初
の
服
薬
補
助
ゼ
リ
ー
が
発
売
さ
れ
た
１
９

９
８
年
か
ら
18
年
の
間
に
、
用
途
や
対
象
の
違
う
シ

リ
ー
ズ
製
品
が
開
発
・
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
各

国
で
多
く
の
特
許
を
取
得
し
、
ま
た
、
い
く
つ
も
の

賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
こ
の
製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
展
開
に
も
興
味
深
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。

福
居
　
発
売
か
ら
間
も
な
く
、
ゼ
リ
ー
の
味
が
「
子

ど
も
に
は
酸
っ
ぱ
す
ぎ
る
」
と
い
う
ご
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
臨
床
薬
剤
師
と
し
て
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ

に
、
食
後
の
服
薬
を
嫌
が
る
小
児
患
者
の
泣
き
声
の

大
合
唱
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
経
験
も
あ
っ
て
、
な

ら
ば
次
は
小
児
向
け
の
製
品
を
つ
く
ろ
う
と
決
心
し

ま
し
た
。

│
│
そ
し
て
開
発
さ
れ
た
の
が
、
２
０
０
０
年
か
ら

販
売
を
開
始
し
た
小
児
向
け
服
薬
ゼ
リ
ー
の
い
ち
ご

味
で
す
ね
。

福
居
　
小
児
用
薬
剤
に
多
い
ド
ラ
イ
シ
ロ
ッ
プ
と
混

ぜ
て
も
違
和
感
の
な
い
フ
ル
ー
ツ
の
味
と
香
り
を
求

め
、
最
初
に
い
ち
ご
味
、
翌
年
に
は
ピ
ー
チ
味
を
発

売
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
抗
生
物
質
な
ど
苦
味
の
強
い
製
剤
に
対

し
て
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
味
。
味
蕾
に
作
用
し
て
、
苦

味
だ
け
を
一
時
的
に
マ
ス
キ
ン
グ
す
る
ゼ
リ
ー
の
開

発
に
は
、
デ
ー
タ
の
取
得
も
含
め
、
約
２
年
を
要
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
利
用
者
の
方
か
ら
は
、
「
薄
色
で
半
透
明

【資料３】薬が胃に届くまでの時間の違い

【資料２】喉へかかるストレスの違い

水は約18秒かかる

服薬補助ゼリーなら、約８秒で胃に届く

水で飲んだときは、喉はストレスを感じている

（出典：日本薬剤学会第28年会「喉越しを数値化する〜オトガイ下筋の筋電位に及ぼすゼリー状オブラートの効果〜」）
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　痛みとその緩和に、ペットの存在がどれほど影響する

のか──。痛みは、本人にしかわからない。しかし、辛

いので適切な治療がいる。治療のための痛みの尺度は各

種ある。たとえば、医療従事者の間でよく使われるのは

NRS（Numerical Rating Scale）。痛みがないときを０、

この世で耐えられないと思えるほどの痛みを10としたと

き、あなたの痛みは今、いくつか？治療によってその数

字がどう変化するか、ひとつの評価基準だ。

＊

　硬膜外ポートで疼痛を緩和していた、ある患者さんが

いた。主治医はとても優しい方で、外来診療の寸暇を惜

しんで在宅緩和ケアをされている。その患者さんが自宅

に戻ってから２日目、急激に痛みが出て、大急ぎで薬を

増量することになった。

　「流量制御のポンプを無菌室で調製するので１時間半

ください」、「こちらも外来が切れるまで抜けられない。

12時半に患家で会いましょう」。到着は私のほうが早か

った。患者さんのサイドテーブルを衛生区域に見立て、

先生が針を刺せば、薬液が硬膜外に流れるように準備を

しながら、患者さんとともに先生を待った。フェイスス

ケールという痛みの尺度があるが、まさにマックスの５

（Hurts worst）。脂汗を流し、歯をくいしばるようにし

て患者さんが「あと何分（で12時半）？」と言われた。

後々どんな問題になってもいい、今すぐ自分で針を刺そ

うか。迷い始めたとき、先生が転がるようにして到着さ

れた。薬液が身体に流れて10分ほどで患者さんの表情は

和らぎ、私たちが帰るころには笑顔を見せてくれた。

　訪問時にワンワンと吠えていたその家の犬が、帰りに

は、しきりにすり寄って手をなめてくれた。ケンカの強

そうな面構えの猫も足元にじゃれついてきた。「よくや

った」と言われた気がした。その後もいろいろと薬の調

節があり、患者さんとご家族が苦痛に陥るたびに駆けつ

けた。ほぼ毎日訪問したと思う。新しい薬を持って家に

入ると、「彼ら」ペットにいつも出迎えられた。こちら

が急いでいる場合は近寄ってこない。少し遠くから「そ

の薬で、ご主人は楽になるんだね。しっかり仕事をしろ

よ」と言われているように思えた。そして「ご主人」の

痛みを緩和できて家を出る際は、ペロペロと手をなめて

車の前に寝転がってお腹をなでるようねだる。ねぎらい

の表現に違いなかった。緊迫したときと、ご主人の体調

が安定しているときで明らかに表情が変わる「彼ら」。

ご主人は、医療者に気を使って痛みを言葉にしたがらな

い方だったので、フェイススケールと飼っている動物の

リラックス度が疼痛緩和、身体状態の指標だった。

＊

　建前を使わないものからの愛情は心に染みる。イノセ

ンスと智慧は共存しうる。彼らの痛みや生死にかかわる

状況認識力は、本能の退化した人間より精度が高いのか

もしれない。何かを「飼う」行為を私は選ばないが、イ

ノセンスと暮らすことの喜びについては、この仕事を通

じて以前よりも理解できるようになった気がする。

　余命宣告を受け、病院でできる治療がないと聞かされ

た患者さんが在宅療養を選ぶ際、割と高い頻度で「ペッ

トといっしょに生活したいから」と言われる。その言葉

の裏にある、非言語の状況であるにもかかわらず生まれ

た深い信頼関係に、最近ようやく気づいた。病室に入れ

ない「彼ら」は、在宅療養という選択をした生命に本能

的な安らぎや希望を与える重要な因子なのだと思う。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第15回
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17   

　痛みとその緩和に、ペットの存在がどれほど影響する

のか──。痛みは、本人にしかわからない。しかし、辛

いので適切な治療がいる。治療のための痛みの尺度は各

種ある。たとえば、医療従事者の間でよく使われるのは

NRS（Numerical Rating Scale）。痛みがないときを０、

この世で耐えられないと思えるほどの痛みを10としたと

き、あなたの痛みは今、いくつか？治療によってその数

字がどう変化するか、ひとつの評価基準だ。

＊

　硬膜外ポートで疼痛を緩和していた、ある患者さんが

いた。主治医はとても優しい方で、外来診療の寸暇を惜

しんで在宅緩和ケアをされている。その患者さんが自宅

に戻ってから２日目、急激に痛みが出て、大急ぎで薬を

増量することになった。

　「流量制御のポンプを無菌室で調製するので１時間半

ください」、「こちらも外来が切れるまで抜けられない。

12時半に患家で会いましょう」。到着は私のほうが早か

った。患者さんのサイドテーブルを衛生区域に見立て、

先生が針を刺せば、薬液が硬膜外に流れるように準備を

しながら、患者さんとともに先生を待った。フェイスス

ケールという痛みの尺度があるが、まさにマックスの５

（Hurts worst）。脂汗を流し、歯をくいしばるようにし

て患者さんが「あと何分（で12時半）？」と言われた。

後々どんな問題になってもいい、今すぐ自分で針を刺そ

うか。迷い始めたとき、先生が転がるようにして到着さ

れた。薬液が身体に流れて10分ほどで患者さんの表情は

和らぎ、私たちが帰るころには笑顔を見せてくれた。

　訪問時にワンワンと吠えていたその家の犬が、帰りに

は、しきりにすり寄って手をなめてくれた。ケンカの強

そうな面構えの猫も足元にじゃれついてきた。「よくや

った」と言われた気がした。その後もいろいろと薬の調

節があり、患者さんとご家族が苦痛に陥るたびに駆けつ

けた。ほぼ毎日訪問したと思う。新しい薬を持って家に

入ると、「彼ら」ペットにいつも出迎えられた。こちら

が急いでいる場合は近寄ってこない。少し遠くから「そ

の薬で、ご主人は楽になるんだね。しっかり仕事をしろ

よ」と言われているように思えた。そして「ご主人」の

痛みを緩和できて家を出る際は、ペロペロと手をなめて

車の前に寝転がってお腹をなでるようねだる。ねぎらい

の表現に違いなかった。緊迫したときと、ご主人の体調

が安定しているときで明らかに表情が変わる「彼ら」。

ご主人は、医療者に気を使って痛みを言葉にしたがらな

い方だったので、フェイススケールと飼っている動物の

リラックス度が疼痛緩和、身体状態の指標だった。

＊

　建前を使わないものからの愛情は心に染みる。イノセ

ンスと智慧は共存しうる。彼らの痛みや生死にかかわる

状況認識力は、本能の退化した人間より精度が高いのか

もしれない。何かを「飼う」行為を私は選ばないが、イ

ノセンスと暮らすことの喜びについては、この仕事を通

じて以前よりも理解できるようになった気がする。

　余命宣告を受け、病院でできる治療がないと聞かされ

た患者さんが在宅療養を選ぶ際、割と高い頻度で「ペッ

トといっしょに生活したいから」と言われる。その言葉

の裏にある、非言語の状況であるにもかかわらず生まれ

た深い信頼関係に、最近ようやく気づいた。病室に入れ

ない「彼ら」は、在宅療養という選択をした生命に本能

的な安らぎや希望を与える重要な因子なのだと思う。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第15回
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19   

日
の
電
話
相
談
や
緊
急
の
調
剤
へ
の
対
応
が
望
ま

し
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
、
「
24
時
間
対
応
・
在
宅
対

応
」
を
掲
げ
て
い
る
薬
局
が
、
実
際
に
は
対
応
を

怠
っ
て
い
る
例
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
同
ビ
ジ

ョ
ン
で
は
、
こ
の
〝
看
板
だ
け
〞
の
体
制
は
不
十

分
だ
と
指
摘
し
、
か
か
り
つ
け
薬
局
に
は
運
用
実

績
の
明
確
化
を
必
須
と
す
る
よ
う
で
す
。

　
３
つ
目
は
、
「
か
か
り
つ
け
医
を
は
じ
め
と
し

た
医
療
機
関
等
と
の
連
携
強
化
」。
薬
剤
師
は
、

疑
義
照
会
は
も
と
よ
り
、
患
者
か
ら
入
手
し
た
情

報
を
も
と
に
医
師
へ
処
方
提
案
を
行
う
べ
き
で
あ

り
、
か
か
り
つ
け
薬
局
は
、
薬
剤
師
が
こ
う
し
た

活
動
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
医
療
機
関
等
と
の

連
携
体
制
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
に
は
、
要

指
導
医
薬
品
や
健
康
食
品
の
購
入
者
か
ら
の
問
い

合
わ
せ
に
加
え
、
健
康
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
処

や
、
患
者
の
服
薬
歴
な
ど
を
参
考
に
受
診
勧
奨
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
対
応
は
、
普
段
か
ら
患
者
と

密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
通
院
し
て
い
る
医
療
機
関
ご

と
に
門
前
薬
局
で
調
剤
を
受
け
る
患
者
が
減
る
の

は
必
至
で
、
門
前
薬
局
モ
デ
ル
の
終
焉
を
示
唆
し

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

す
べ
て
の
薬
局
が

生
き
残
る
の
は
難
し
い

再
編
の
波
が
押
し
寄
せ
る

　
同
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
か
か
り
つ
け
薬
局
に
対
し
、

前
述
の
３
つ
の
条
件
の
ほ
か
に
も
、
病
気
の
予
防

や
健
康
の
維
持
・
増
進
に
貢
献
す
る
「
健
康
サ
ポ

ー
ト
機
能
（
健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
）」
や
抗
が
ん

剤
、
抗
Ｈ
Ｉ
Ｖ
薬
な
ど
へ
の
対
応
が
可
能
な
「
高

度
薬
学
管
理
機
能
」
を
患
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
強

化
す
べ
き
と
し
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。

　
な
お
、
同
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
２
０
２
５
年
ま
で
に

す
べ
て
の
薬
局
が
か
か
り
つ
け
機
能
を
備
え
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
薬
局
間
の

連
携
や
再
編
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
全
薬
局
の
か
か
り
つ
け
化
は
困
難
だ

と
見
な
し
て
い
る
証
左
で
し
ょ
う
。
地
域
の
要
望

に
応
え
ら
れ
る
薬
局
と
し
て
存
続
す
る
た
め
の
、

早
急
な
対
応
策
の
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

【資料】かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能

（出典：『患者のための薬局ビジョン〈概要〉』）

服薬情報の一元的・継続的把握

かかりつけ薬剤師・薬局

医療機関等との連携

高度薬学管理機能

24時間対応・在宅対応

健康サポート
薬局

☆国民の病気の予防や健康サポートに貢献
● 要指導医薬品等を適切に選択できるよう

な供給機能や助言の体制
● 健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹

介等

☆副作用や効果の継続的な確認
☆多剤・重複投薬や相互作用の防止
○ICT（電子版お薬手帳等）を活用し、
● 患者がかかるすべての医療機関の処方

情報を把握
●  一般用医薬品等を含めた服薬情報を一

元的・継続的に把握し、薬学的管理・
指導

☆ 疑義照会・
処方提案

☆ 副作用・服薬状況
のフィードバック

● 医療情報連携ネット
ワークでの情報共有

☆ 医薬品等に関する相談
や健康相談への対応

☆医療機関への受診勧奨

☆高度な薬学的管理ニーズへの対応
● 専門機関と連携した抗がん剤の副作用

対応や抗HIV薬の選択などの支援等

☆夜間・休日、在宅医療への対応
● 24時間の対応
● 在宅患者に対する薬学的管理・服薬

指導
※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携

のほか、へき地等では相談受付等に
あたり、地域包括支援センター等と
の連携も可能

健康サポート機能
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医
薬
分
業
の
原
点
に
戻
り

真
に
患
者
の
役
に
立
つ

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
必
要

　
厚
生
労
働
省
は
２
０
１
５
年
10
月
、
「
患
者
の

た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
〜
『
門
前
』
か
ら
『
か
か

り
つ
け
』、
そ
し
て
『
地
域
』
へ
〜
」
を
公
表
し
ま

し
た
。

　
政
府
の
規
制
改
革
会
議
で
は
、
薬
剤
師
の
職
能

を
評
価
す
る
一
方
、
「
門
前
薬
局
が
乱
立
し
、
患

者
の
服
薬
情
報
の
一
元
管
理
が
で
き
て
い
な
い
」、

「
患
者
負
担
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
」
な
ど
、

現
在
の
医
薬
分
業
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
ま

し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
医
薬
分
業
の
原

点
に
立
ち
返
り
、
患
者
本
位
の
「
か
か
り
つ
け
薬

剤
師
・
薬
局
」
を
め
ざ
す
た
め
に
策
定
さ
れ
た
の

が
同
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
１
９
７
４
年
の
医
薬
分
業
元
年
以
来
、
門
前
薬

局
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
保
険
薬
局
の
あ
り
方

を
大
き
く
変
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
の

で
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
強
く
意
識
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

患
者
と
日
ご
ろ
か
ら

密
接
な
関
係
を
構
築
し
な
い
と

か
か
り
つ
け
業
務
は
不
可
能

　
同
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬

局
に
必
要
な
機
能
を
３
つ
示
し
て
い
ま
す
。

　
ひ
と
つ
目
は
、
「
服
薬
情
報
の
一
元
的
・
継
続

的
な
把
握
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
薬
学
的
管
理
・
指

導
」
で
す
。
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
は
、
患
者
に
対

す
る
丁
寧
な
聞
き
取
り
を
通
じ
、
当
該
患
者
の
か

か
っ
て
い
る
全
医
療
機
関
を
把
握
し
た
う
え
で
管

理
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
か
か
り
つ
け
薬
剤

師
が
い
な
い
患
者
に
対
し
て
意
義
や
役
割
を
説
明

し
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
を
持
つ
よ
う
に
促
す
べ

き
と
し
て
い
ま
す
。

　
２
つ
目
は
、
「
24
時
間
対
応
・
在
宅
対
応
」
で

す
。
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
、
か
か

り
つ
け
薬
剤
師
が
薬
局
の
開
局
時
間
に
限
ら
ず
、

薬
の
相
談
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が

想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
に
適
応
す
る
た

め
、
具
体
的
に
は
、
少
な
く
と
も
薬
局
の
開
局
時

間
を
特
定
の
医
療
機
関
の
み
に
合
わ
せ
る
の
で
は

な
く
、
地
域
の
医
療
機
関
全
体
の
診
療
時
間
に
配

慮
し
、
原
則
と
し
て
午
前
８
時
〜
午
後
７
時
の
時

間
帯
に
８
時
間
以
上
開
局
す
る
ほ
か
、
夜
間
・
休

門
前
薬
局
の
全
盛
期
が
終
わ
り

か
か
り
つ
け
薬
局
と
し
て
の

機
能
が
問
わ
れ
る
時
代
に

分間でわかる
医療行政

第18回
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19   

日
の
電
話
相
談
や
緊
急
の
調
剤
へ
の
対
応
が
望
ま

し
い
と
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
、
「
24
時
間
対
応
・
在
宅
対

応
」
を
掲
げ
て
い
る
薬
局
が
、
実
際
に
は
対
応
を

怠
っ
て
い
る
例
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
同
ビ
ジ

ョ
ン
で
は
、
こ
の
〝
看
板
だ
け
〞
の
体
制
は
不
十

分
だ
と
指
摘
し
、
か
か
り
つ
け
薬
局
に
は
運
用
実

績
の
明
確
化
を
必
須
と
す
る
よ
う
で
す
。

　
３
つ
目
は
、
「
か
か
り
つ
け
医
を
は
じ
め
と
し

た
医
療
機
関
等
と
の
連
携
強
化
」。
薬
剤
師
は
、

疑
義
照
会
は
も
と
よ
り
、
患
者
か
ら
入
手
し
た
情

報
を
も
と
に
医
師
へ
処
方
提
案
を
行
う
べ
き
で
あ

り
、
か
か
り
つ
け
薬
局
は
、
薬
剤
師
が
こ
う
し
た

活
動
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
医
療
機
関
等
と
の

連
携
体
制
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
に
は
、
要

指
導
医
薬
品
や
健
康
食
品
の
購
入
者
か
ら
の
問
い

合
わ
せ
に
加
え
、
健
康
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
処

や
、
患
者
の
服
薬
歴
な
ど
を
参
考
に
受
診
勧
奨
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
対
応
は
、
普
段
か
ら
患
者
と

密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
通
院
し
て
い
る
医
療
機
関
ご

と
に
門
前
薬
局
で
調
剤
を
受
け
る
患
者
が
減
る
の

は
必
至
で
、
門
前
薬
局
モ
デ
ル
の
終
焉
を
示
唆
し

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

す
べ
て
の
薬
局
が

生
き
残
る
の
は
難
し
い

再
編
の
波
が
押
し
寄
せ
る

　
同
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
か
か
り
つ
け
薬
局
に
対
し
、

前
述
の
３
つ
の
条
件
の
ほ
か
に
も
、
病
気
の
予
防

や
健
康
の
維
持
・
増
進
に
貢
献
す
る
「
健
康
サ
ポ

ー
ト
機
能
（
健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
）」
や
抗
が
ん

剤
、
抗
Ｈ
Ｉ
Ｖ
薬
な
ど
へ
の
対
応
が
可
能
な
「
高

度
薬
学
管
理
機
能
」
を
患
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
強

化
す
べ
き
と
し
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。

　
な
お
、
同
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
２
０
２
５
年
ま
で
に

す
べ
て
の
薬
局
が
か
か
り
つ
け
機
能
を
備
え
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
薬
局
間
の

連
携
や
再
編
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
全
薬
局
の
か
か
り
つ
け
化
は
困
難
だ

と
見
な
し
て
い
る
証
左
で
し
ょ
う
。
地
域
の
要
望

に
応
え
ら
れ
る
薬
局
と
し
て
存
続
す
る
た
め
の
、

早
急
な
対
応
策
の
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

【資料】かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能

（出典：『患者のための薬局ビジョン〈概要〉』）

服薬情報の一元的・継続的把握

かかりつけ薬剤師・薬局

医療機関等との連携

高度薬学管理機能

24時間対応・在宅対応

健康サポート
薬局

☆国民の病気の予防や健康サポートに貢献
● 要指導医薬品等を適切に選択できるよう

な供給機能や助言の体制
● 健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹

介等

☆副作用や効果の継続的な確認
☆多剤・重複投薬や相互作用の防止
○ICT（電子版お薬手帳等）を活用し、
● 患者がかかるすべての医療機関の処方

情報を把握
●  一般用医薬品等を含めた服薬情報を一

元的・継続的に把握し、薬学的管理・
指導

☆ 疑義照会・
処方提案

☆ 副作用・服薬状況
のフィードバック

● 医療情報連携ネット
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● 24時間の対応
● 在宅患者に対する薬学的管理・服薬
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※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携

のほか、へき地等では相談受付等に
あたり、地域包括支援センター等と
の連携も可能

健康サポート機能
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医
薬
分
業
の
原
点
に
戻
り

真
に
患
者
の
役
に
立
つ

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
必
要

　
厚
生
労
働
省
は
２
０
１
５
年
10
月
、
「
患
者
の

た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
〜
『
門
前
』
か
ら
『
か
か

り
つ
け
』、
そ
し
て
『
地
域
』
へ
〜
」
を
公
表
し
ま

し
た
。

　
政
府
の
規
制
改
革
会
議
で
は
、
薬
剤
師
の
職
能

を
評
価
す
る
一
方
、
「
門
前
薬
局
が
乱
立
し
、
患

者
の
服
薬
情
報
の
一
元
管
理
が
で
き
て
い
な
い
」、

「
患
者
負
担
に
見
合
う
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
」
な
ど
、

現
在
の
医
薬
分
業
に
は
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
ま

し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
医
薬
分
業
の
原

点
に
立
ち
返
り
、
患
者
本
位
の
「
か
か
り
つ
け
薬

剤
師
・
薬
局
」
を
め
ざ
す
た
め
に
策
定
さ
れ
た
の

が
同
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
１
９
７
４
年
の
医
薬
分
業
元
年
以
来
、
門
前
薬

局
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
保
険
薬
局
の
あ
り
方

を
大
き
く
変
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
の

で
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
強
く
意
識
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

患
者
と
日
ご
ろ
か
ら

密
接
な
関
係
を
構
築
し
な
い
と

か
か
り
つ
け
業
務
は
不
可
能

　
同
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬

局
に
必
要
な
機
能
を
３
つ
示
し
て
い
ま
す
。

　
ひ
と
つ
目
は
、
「
服
薬
情
報
の
一
元
的
・
継
続

的
な
把
握
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
薬
学
的
管
理
・
指

導
」
で
す
。
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
は
、
患
者
に
対

す
る
丁
寧
な
聞
き
取
り
を
通
じ
、
当
該
患
者
の
か

か
っ
て
い
る
全
医
療
機
関
を
把
握
し
た
う
え
で
管

理
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
か
か
り
つ
け
薬
剤

師
が
い
な
い
患
者
に
対
し
て
意
義
や
役
割
を
説
明

し
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
を
持
つ
よ
う
に
促
す
べ

き
と
し
て
い
ま
す
。

　
２
つ
目
は
、
「
24
時
間
対
応
・
在
宅
対
応
」
で

す
。
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
、
か
か

り
つ
け
薬
剤
師
が
薬
局
の
開
局
時
間
に
限
ら
ず
、

薬
の
相
談
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が

想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
に
適
応
す
る
た

め
、
具
体
的
に
は
、
少
な
く
と
も
薬
局
の
開
局
時

間
を
特
定
の
医
療
機
関
の
み
に
合
わ
せ
る
の
で
は

な
く
、
地
域
の
医
療
機
関
全
体
の
診
療
時
間
に
配

慮
し
、
原
則
と
し
て
午
前
８
時
〜
午
後
７
時
の
時

間
帯
に
８
時
間
以
上
開
局
す
る
ほ
か
、
夜
間
・
休

門
前
薬
局
の
全
盛
期
が
終
わ
り

か
か
り
つ
け
薬
局
と
し
て
の

機
能
が
問
わ
れ
る
時
代
に

分間でわかる
医療行政

第18回
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BOOK
『軟膏・クリーム配合変化ハンドブック 第２版』
監修：江藤隆史、大谷道輝、内野克喜／発行：じほう

　本書は、2003年７
月に初版が刊行され
た、軟膏・クリーム
などの皮膚外用剤の
混合調剤や混合後の
変化などに関するガ
イドブックの全面改
訂版です。
　本誌第21号「Voice
―編集長対談―」に
ご登場いただいた東
京逓信病院副薬剤部
長の大谷道輝氏をは
じめ、第一線の臨床
現場で活躍する薬剤
師などが監修や編集
に参画。医薬品メー

カー各社や論文報告による混合可否データ、配合変化において重
要な混合方法、基剤などの情報が的確に整理され、皮膚外用剤の
混合処方や適正な調剤に欠かせない手引きとなっています。
　皮膚外用剤の混合調剤の需要は増加傾向にありますが、適切な
情報が不足しているため、基剤や剤形の不一致などによる問題が
起きている実態は否めません。こうした状況のもと、今改訂版で
は、新たに収載された新薬、後発医薬品の情報を大幅に追加した
ほか、従来から掲載していた情報についても最新の評価にもとづ
いて見直しを行いました。より使いやすくするため誌面レイアウ
トも刷新。薬局に常備しておきたい１冊です。

INFORMATION
「先駆け審査指定制度」の対象品目が決定

　厚生労働省は、2015年８月に「先駆け審査指定制度」への指定
申請があった50品目の医薬品について評価を行い、結節性硬化症
にともなう血管線維腫の治療外用剤「シロリムス（NPC-12G）」な

ど６品目を対象品目として初めて指定しました。
　先駆け審査指定制度は、2014年６月に厚生労働省が取りまとめ
た「先駆けパッケージ戦略」の重点施策や、「『日本再興戦略』改
訂2014」を踏まえて導入された仕組みです。対象疾患の重篤性な
ど、一定の要件を満たす薬剤を開発の早期段階から対象品目に指
定し、薬事承認に関する相談・審査を優先的に取り扱って迅速な
承認審査をめざします。
　通常の新薬の場合、12ヵ月を目標に承認審査が行われています
が、本制度を活用すれば半分の６ヵ月に短縮できる見込みです。
今後も画期的な新薬のよりスピーディーな上市が期待されます。

PRODUCT
特発性肺線維症に初の分子標的薬

　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社は、チロシンキナー
ゼ阻害剤／抗線維化剤「オフェブカプセル100mg、同150mg（一
般名：ニンテダニブエタンスルホン酸塩）」を発売しました。
　本剤は、特発性肺線維症（Idiopathic Pulmonary Fibrosis：
IPF）における７年ぶりの新薬であるとともに、初の分子標的薬
です。肺線維症の発症機序への関与が示唆されている増殖因子受
容体、特に血小板由来増殖因子受容体（PDGFR）、線維芽細胞増
殖因子受容体（FGFR）及び血管内皮増殖因子受容体（VEGFR）を
標的にします。
　IPFは、慢性かつ進行性の経過をたどり、最終的には死にいた
る肺線維化疾患ですが、現時点で利用できる治療の選択肢は限ら

れています。そうし
た 中、2015年 ７ 月、
本剤は治療価値が高
評価を受け、最新の
国際治療ガイドライ
ン「特発性肺線維症
の治療 」に、IPFの
推奨治療薬のひとつ
として追加されまし
た。同疾患において
新たな治療の有力な
選択肢になると見込
まれています。

TOPICS

オフェブカプセル100mg（左）と同150mg（右）

TU26_P20_Top07.indd   20 15/12/02   14:43TU.indd   20 2015/12/02   16:52



   20

BOOK
『軟膏・クリーム配合変化ハンドブック 第２版』
監修：江藤隆史、大谷道輝、内野克喜／発行：じほう

　本書は、2003年７
月に初版が刊行され
た、軟膏・クリーム
などの皮膚外用剤の
混合調剤や混合後の
変化などに関するガ
イドブックの全面改
訂版です。
　本誌第21号「Voice
―編集長対談―」に
ご登場いただいた東
京逓信病院副薬剤部
長の大谷道輝氏をは
じめ、第一線の臨床
現場で活躍する薬剤
師などが監修や編集
に参画。医薬品メー

カー各社や論文報告による混合可否データ、配合変化において重
要な混合方法、基剤などの情報が的確に整理され、皮膚外用剤の
混合処方や適正な調剤に欠かせない手引きとなっています。
　皮膚外用剤の混合調剤の需要は増加傾向にありますが、適切な
情報が不足しているため、基剤や剤形の不一致などによる問題が
起きている実態は否めません。こうした状況のもと、今改訂版で
は、新たに収載された新薬、後発医薬品の情報を大幅に追加した
ほか、従来から掲載していた情報についても最新の評価にもとづ
いて見直しを行いました。より使いやすくするため誌面レイアウ
トも刷新。薬局に常備しておきたい１冊です。

INFORMATION
「先駆け審査指定制度」の対象品目が決定

　厚生労働省は、2015年８月に「先駆け審査指定制度」への指定
申請があった50品目の医薬品について評価を行い、結節性硬化症
にともなう血管線維腫の治療外用剤「シロリムス（NPC-12G）」な

ど６品目を対象品目として初めて指定しました。
　先駆け審査指定制度は、2014年６月に厚生労働省が取りまとめ
た「先駆けパッケージ戦略」の重点施策や、「『日本再興戦略』改
訂2014」を踏まえて導入された仕組みです。対象疾患の重篤性な
ど、一定の要件を満たす薬剤を開発の早期段階から対象品目に指
定し、薬事承認に関する相談・審査を優先的に取り扱って迅速な
承認審査をめざします。
　通常の新薬の場合、12ヵ月を目標に承認審査が行われています
が、本制度を活用すれば半分の６ヵ月に短縮できる見込みです。
今後も画期的な新薬のよりスピーディーな上市が期待されます。

PRODUCT
特発性肺線維症に初の分子標的薬

　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社は、チロシンキナー
ゼ阻害剤／抗線維化剤「オフェブカプセル100mg、同150mg（一
般名：ニンテダニブエタンスルホン酸塩）」を発売しました。
　本剤は、特発性肺線維症（Idiopathic Pulmonary Fibrosis：
IPF）における７年ぶりの新薬であるとともに、初の分子標的薬
です。肺線維症の発症機序への関与が示唆されている増殖因子受
容体、特に血小板由来増殖因子受容体（PDGFR）、線維芽細胞増
殖因子受容体（FGFR）及び血管内皮増殖因子受容体（VEGFR）を
標的にします。
　IPFは、慢性かつ進行性の経過をたどり、最終的には死にいた
る肺線維化疾患ですが、現時点で利用できる治療の選択肢は限ら

れています。そうし
た 中、2015年 ７ 月、
本剤は治療価値が高
評価を受け、最新の
国際治療ガイドライ
ン「特発性肺線維症
の治療 」に、IPFの
推奨治療薬のひとつ
として追加されまし
た。同疾患において
新たな治療の有力な
選択肢になると見込
まれています。

TOPICS

オフェブカプセル100mg（左）と同150mg（右）

TU26_P20_Top07.indd   20 15/12/02   14:43TU.indd   21 2015/12/02   16:52



23   

STAFF
編集長	 武田	宏
副編集長	 山中	修
	 及川	佐知枝
編集スタッフ	 福田	洋祐
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

編集後記

今号の取材で坂本すが先生、福居篤子先生の
お話に共通のキーワードがあった。それは

医療従事者として大前提となる「患者のためにな
ることをする」だ。当たり前かもしれないが、現
状の保険薬局やドラッグストアの薬剤師業務は、
これを念頭に実践できているだろうか。処方せん
薬やOTCの供給に終始していないだろうか。薬剤
師の手から渡された薬が患者にどのような影響を
もたらすのか、患者がきちんと服薬できているの
かなどをフォローアップしていかなければならな
い。「対物から対人業務へ」。今、薬剤師に問わ
れているフレーズが頭をよぎった。� （H.T.）

私 の2016年の運勢をネットで調べたところ、
「生きていることを実感できる１年となり

ます」とありました。これって良い運勢なのでし
ょうか？読者の皆様、弊誌にご登場いただいた皆
様にとって2016年が良い年となりますことをご
祈念いたします。� （K.K.）

母 が認知症になりました。医師によって、薬
物療法をするかしないかの意見が分かれま

した。さらに、薬物療法をすすめる医師によって
処方が違いました。認知症は、治る病ではないと
認識していますが、薬による副作用が心配です。
調べてみると認知症の薬には、さまざまな縛りが
あるとわかりました。認知症専門の診療所近くの
保険薬局の薬剤師の方に相談しましたが、残念な
がらほとんどご存じではありませんでした。すで
に認知症患者の増加は社会問題化しています。薬
剤師の皆様には、ぜひ認知症の薬についての知識
を持っていただきたいと切望します。� �（ほっ）

鉄 道会社のウォーキングイベントに参加しま
した。たいした名所もない沿線を歩くだけ

なので、「閑散としているだろう」と思いきや、
たいへんな人出でした。中でも、お元気な高齢の
方の姿が目立ちました。� （フク）

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.25（2015年11月発行）
クリニック川越院長

川越 厚

No.24（2015年９月発行）
国際医療福祉大学教授

上島 国利

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.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.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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今号の取材で坂本すが先生、福居篤子先生の
お話に共通のキーワードがあった。それは

医療従事者として大前提となる「患者のためにな
ることをする」だ。当たり前かもしれないが、現
状の保険薬局やドラッグストアの薬剤師業務は、
これを念頭に実践できているだろうか。処方せん
薬やOTCの供給に終始していないだろうか。薬剤
師の手から渡された薬が患者にどのような影響を
もたらすのか、患者がきちんと服薬できているの
かなどをフォローアップしていかなければならな
い。「対物から対人業務へ」。今、薬剤師に問わ
れているフレーズが頭をよぎった。� （H.T.）

私 の2016年の運勢をネットで調べたところ、
「生きていることを実感できる１年となり

ます」とありました。これって良い運勢なのでし
ょうか？読者の皆様、弊誌にご登場いただいた皆
様にとって2016年が良い年となりますことをご
祈念いたします。� （K.K.）

母 が認知症になりました。医師によって、薬
物療法をするかしないかの意見が分かれま

した。さらに、薬物療法をすすめる医師によって
処方が違いました。認知症は、治る病ではないと
認識していますが、薬による副作用が心配です。
調べてみると認知症の薬には、さまざまな縛りが
あるとわかりました。認知症専門の診療所近くの
保険薬局の薬剤師の方に相談しましたが、残念な
がらほとんどご存じではありませんでした。すで
に認知症患者の増加は社会問題化しています。薬
剤師の皆様には、ぜひ認知症の薬についての知識
を持っていただきたいと切望します。� �（ほっ）

鉄 道会社のウォーキングイベントに参加しま
した。たいした名所もない沿線を歩くだけ

なので、「閑散としているだろう」と思いきや、
たいへんな人出でした。中でも、お元気な高齢の
方の姿が目立ちました。� （フク）

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.25（2015年11月発行）
クリニック川越院長

川越 厚

No.24（2015年９月発行）
国際医療福祉大学教授

上島 国利

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.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.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。
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