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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   

「
新
コ
ア
カ
リ
」が
ス
タ
ー
ト
。

薬
学
教
育
６
年
制
の

い
っ
た
い
何
が
変
わ
る
の
か
。

　
薬
剤
師
を
養
成
す
る
薬
学
教
育
が
４
年
制
か
ら
６
年
制
に
な
っ
て

9
年
後
の
２
０
１
５
年
４
月
、
従
来
の
薬
学
教
育
モ
デ
ル
・
コ
ア
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
（
以
下
、
旧
コ
ア
カ
リ
）
に
代
わ
り
、
新
コ
ア
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
（
以
下
、
新
コ
ア
カ
リ
）
が
施
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
旧
コ
ア
カ
リ
下
で
６
年
間
勉
強
を
し
て
き
た
薬
学
生
が
世
に
出
始

め
、
不
足
点
が
明
ら
か
に
な
る
中
、
そ
の
反
省
を
生
か
し
て
新
コ
ア

カ
リ
が
で
き
た
格
好
だ
が
、
数
年
後
に
は
、
旧
コ
ア
カ
リ
と
新
コ
ア

カ
リ
の
教
育
を
受
け
た
者
が
、
実
際
の
仕
事
の
場
で
混
在
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
６
年
制
を
卒
業
し
た
薬
剤
師
の
扱
い
に

戸
惑
っ
て
い
る
人
も
多
い
は
ず
。
い
っ
た
い
薬
剤
師
の
働
く
現
場
で

混
乱
は
起
き
な
い
の
か
─
─
疑
問
は
、
薬
剤
師
で
な
い
筆
者
で
も
思

う
と
こ
ろ
だ
。

　
今
、
と
に
か
く
急
務
な
の
は
、
本
誌
読
者
の
中
の
現
場
で
働
く
先

輩
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
、
新
・
旧
の
コ
ア
カ
リ
の
違
い
と
、
そ
れ
ら

を
実
施
す
る
教
育
現
場
の
実
際
を
知
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
混

乱
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
６
年
制
教
育
を
受
け
た
薬
剤
師
が
２
年
間

延
長
し
て
学
ん
だ
成
果
を
職
場
で
存
分
に
発
揮
さ
せ
ら
れ
る
環
境
を

つ
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
思
い
に
押
さ
れ
て
今
回
、
帝
京
大
学
副
学
長
の
井
上
圭
三

氏
に
取
材
し
、
旧
コ
ア
カ
リ
の
ど
こ
に
課
題
が
あ
る
と
さ
れ
、
新
コ

ア
カ
リ
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
は

コ
ア
カ
リ
の
改
訂
に
よ
っ
て
教
育
現
場
が
ど
う
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の

か
を
聞
い
た
。
彼
は
、
薬
学
教
育
評
価
機
構
理
事
長
も
務
め
、
早
く

か
ら
旧
コ
ア
カ
リ
の
不
備
に
言
及
し
、
改
訂
を
支
持
し
て
き
た
人
物

で
あ
る
。

「
正
直
、
『
よ
う
や
く
』
と
い
っ
た
感
想
で
す
。
薬
学
教
育
が
６
年
制

に
な
る
前
の
２
０
０
２
〜
２
０
０
３
年
に
、
『
な
ぜ
、
２
年
の
延
長

を
行
う
の
か
』
の
理
論
武
装
を
す
る
た
め
、
つ
け
焼
き
刃
的
に
つ
く

ら
れ
た
の
が
旧
コ
ア
カ
リ
。
６
年
制
の
本
質
が
語
ら
れ
ず
、
実
質
、

そ
れ
ま
で
の
４
年
制
の
教
育
を
基
盤
に
考
え
ら
れ
た
の
で
、
多
く
の

ほ
こ
ろ
び
が
あ
ら
わ
で
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
旧
コ
ア
カ
リ
に
は
、
臨
床
に
か
か
わ
る
実
践
的
能
力

の
養
成
（
狭
義
で
の
薬
剤
師
養
成
）
と
、
基
礎
研
究
能
力
の
養
成
の

２
つ
が
混
在
し
て
い
た
。
薬
剤
師
に
高
い
臨
床
能
力
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
─
─
。
６
年
制
に
な
っ
た
大
き
な
理
由
の
ひ
と

つ
を
考
え
れ
ば
、
臨
床
に
重
き
を
置
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
臨

床
よ
り
基
礎
研
究
を
重
視
す
る
過
去
に
引
き
ず
ら
れ
、
ど
っ
ち
つ
か

ず
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
基
礎
研
究
は
と
て
も
重
要
で
す
。
世
の
中
に
は
薬
剤

に
関
す
る
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
の
人
々
に
は
わ
か
り

に
く
い
内
容
が
ほ
と
ん
ど
。
本
質
を
的
確
に
把
握
し
て
、
正
し
い
こ

と
を
社
会
に
伝
え
る
に
は
基
礎
研
究
、
特
に
化
学
の
能
力
は
重
要
で

す
。
た
だ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
臨
床
の
現
場
で
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
や
は
り
臨
床
能
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
」

   04
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MY
OPINION

や
検
査
所
見
な
ど
か
ら
評
価
で
き
る
』、
『
副
作
用
の
発
現
に
つ
い

て
』
も
同
様
に
、
『
患
者
の
症
状
や
検
査
所
見
な
ど
か
ら
評
価
で
き

る
』
能
力
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
単
に
『
確
か
め
ら
れ
る
』、
『
気

づ
け
る
』
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
『
評
価
で
き
る
』
に
ま
で
い
た
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
新
コ
ア
カ
リ
で
は
、
『
薬
物
治
療
の
効
果
、
副
作
用
の
発

現
、
薬
物
血
中
濃
度
等
』
の
情
報
か
ら
『
医
師
に
対
し
、
薬
剤
の
種

類
、
投
与
量
、
投
与
方
法
、
投
与
期
間
等
の
変
更
を
提
案
で
き
る
』

能
力
の
必
要
性
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
表
現

を
用
い
て
い
る
の
で
す
」

　
確
か
に
教
育
の
目
標
が
、
薬
剤
師
が
医
師
に
対
し
異
議
申
し
立
て

を
で
き
る
能
力
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
は
画
期
的
だ
ろ
う
。
恥
ず
か

し
な
が
ら
初
め
て
知
っ
た
。

◆
　
◆
　
◆

　
知
ら
な
い
事
実
は
ま
だ
あ
る
。
効
果
が
疑
問
視
さ
れ
た
実
務
実
習

の
あ
り
方
に
も
大
き
な
変
更
が
な
さ
れ
た
。
そ
う
言
え
ば
、
６
年
制

の
実
務
実
習
に
関
す
る
意
見
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
が
、
「
保
険
薬

局
で
の
実
習
は
調
剤
に
追
わ
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」、
「
病
院

で
は
座
学
ば
か
り
で
患
者
と
ほ
と
ん
ど
接
し
な
か
っ
た
」
な
ど
、
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
反
応
ば
か
り
だ
っ
た
記
憶
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　
実
務
実
習
に
関
し
て
は
、
大
学
教
員
や
病
院
、
保
険
薬
局
な
ど
の

薬
剤
師
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
「
薬
剤
師
養
成
問
題
懇
談
会
」
の
も

と
に
設
置
さ
れ
た
「
薬
学
実
務
実
習
に
関
す
る
連
絡
会
議
」
で
、
新

コ
ア
カ
リ
の
精
神
を
意
識
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
ま
と
め
ら
れ
た
と

い
う
。
特
筆
す
べ
き
部
分
は
【
資
料
２
】
の
と
お
り
だ
。

【資料１】薬物療法で身につけるべき能力

【資料２】薬学実務実習に関するガイドライン

薬物療法を主体的に計画、実施、評価し、安全で有効な医薬品の使用を推
進するために、医薬品を供給し、調剤、服薬指導、処方設計の提案等の薬
学的管理を実践する能力を有する

薬物療法における実践的能力

・�薬物治療の効果について、患者の症状や検査所見などから評価できる
・�副作用の発現について、患者の症状や検査所見などから評価できる
・�薬物治療の効果、副作用の発現、薬物血中濃度等にもとづき、医師に対
し、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更を提案できる

新コアカリキュラム

代表的疾患（がん、高血圧症、糖尿病、心疾患、脳血管障害、精神神経
疾患、免疫・アレルギー疾患、感染症）の具体的事例を題材として、薬
物治療を主体的に評価し、安全で有効な医薬品の使用を促進するために
薬剤師が行うべき薬学的管理をProblem-Based�Learning（PBL）などで学
習する�
�
上記事例において、肝腎障害、妊婦・授乳婦、小児、高齢者などの事例
を用意し、具体的処方提案を行う�
�
上記事例において、患者の栄養状態の評価から、輸液栄養法、電解質の
過不足を考慮した処方提案を行う�
�
上記事例において、患者のアドヒアランスの不良による効果不足の事例
を用意し、アドヒアランスの評価とその対処法を提案する

・�代表的な医薬品の効き目を、患者との会話や患者の様子から確かめるこ
とができる
・�代表的な医薬品の副作用を、患者との会話や患者の様子から気づくこと
ができる

旧コアカリキュラム
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６
年
制
が
ス
タ
ー
ト
し
て
数
年
後
、
文
部
科
学
省
に
よ
っ
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立
ち

上
げ
ら
れ
た
「
薬
学
系
人
材
養
成
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
で

は
、
当
然
の
よ
う
に
旧
コ
ア
カ
リ
に
関
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が

浮
上
し
た
と
い
う
。

「
コ
ア
カ
リ
が
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
は
、
６
年
制
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
、
５
年
生
の
と
き
に
行
わ
れ

る
病
院
と
保
険
薬
局
で
の
実
務
実
習
の
内
容
が
曖
昧
で
、
効
果
に
も

疑
問
が
あ
る
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
意
見
が
飛
び
交
い
ま
し
た
」

　
多
く
の
ほ
こ
ろ
び
を
繕
う
た
め
、
ま
た
、
薬
学
関
連
領
域
の
科
学

的
進
歩
、
法
律
の
改
正
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
文
部
科
学
省

は
旧
コ
ア
カ
リ
の
改
訂
に
向
け
て
重
い
腰
を
上
げ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
よ
う
だ
。

◆
　
◆
　
◆

　
さ
て
、
新
・
旧
の
コ
ア
カ
リ
の
違
い
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
見
出

せ
る
の
か
。

「
ま
ず
、O

utcom
e-Based Education

（
ア
ウ
ト
カ
ム
・
ベ
ー
ス

ド
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
：
Ｏ
Ｂ
Ｅ
）、
要
す
る
に
、
ア
ウ
ト
カ
ム

（
学
習
成
果
）
を
明
確
化
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
提
供
す
る
学
習
成
果
基
盤
型
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
旧
コ
ア
カ
リ
で
は
、
教
え
る
内
容
を
羅
列
し
て
い
た
だ
け
で
す
か

ら
、
た
い
へ
ん
な
進
歩
で
す
」

　
新
コ
ア
カ
リ
に
織
り
込
ま
れ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
、
つ
ま
り
大
学
卒
業

時
に
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
資
質
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
が
、
次

の
10
項
目
だ
。
「
薬
剤
師
と
し
て
の
心
が
ま
え
」、
「
患
者
・
生
活
者

本
位
の
視
点
」、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」、
「
チ
ー
ム
医
療

へ
の
参
画
」、
「
基
礎
的
な
科
学
力
」、
「
薬
物
療
法
に
お
け
る
実
践

的
能
力
」、
「
地
域
の
保
健
・
医
療
に
お
け
る
実
践
的
能
力
」、
「
研

究
能
力
」、
「
自
己
研
鑽
」、
「
教
育
能
力
」。

「
中
で
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
『
薬
物
療
法
に
お
け
る
実
践
的
能

力
』
で
す
。
『
薬
物
療
法
を
主
体
的
に
計
画
、
実
施
、
評
価
し
、
安

全
で
有
効
な
医
薬
品
の
使
用
を
推
進
す
る
た
め
に
、
医
薬
品
を
供
給

し
、
調
剤
、
服
薬
指
導
、
処
方
設
計
の
提
案
等
の
薬
学
的
管
理
を
実

践
す
る
能
力
』
と
、
か
な
り
具
体
的
に
実
践
部
分
に
関
し
て
も
言
及

し
ま
し
た
。

　
薬
物
療
法
で
身
に
つ
け
る
べ
き
能
力
の
詳
細
に
つ
い
て
も
、
新
・

旧
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
（【
資
料
１
】）。
旧
コ
ア
カ
リ
で
は
、

『
代
表
的
な
医
薬
品
の
効
き
目
を
、
患
者
と
の
会
話
や
患
者
の
様
子

か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
』、
『
代
表
的
な
医
薬
品
の
副
作
用

を
、
患
者
と
の
会
話
や
患
者
の
様
子
か
ら
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
』

と
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
新
コ
ア
カ
リ
で
は
、
一
歩

踏
み
込
み
、
『
薬
物
治
療
の
効
果
に
つ
い
て
』
は
、
『
患
者
の
症
状

つ
け
焼
き
刃
的
に
つ
く
ら
れ
た
旧
コ
ア
カ
リ
の

ほ
こ
ろ
び
を
繕
う
た
め
の
大
き
な
改
訂
。

薬
学
部
卒
業
時
に
必
要
と
さ
れ
る

基
本
的
な
資
質
と
し
て
10
項
目
を
掲
げ
る
。
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検
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。
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れ
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な
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。
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効
果
、
副
作
用
の
発

現
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薬
物
血
中
濃
度
等
』
の
情
報
か
ら
『
医
師
に
対
し
、
薬
剤
の
種

類
、
投
与
量
、
投
与
方
法
、
投
与
期
間
等
の
変
更
を
提
案
で
き
る
』
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の
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に
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触
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。
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初
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。

◆
　
◆
　
◆
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習
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。
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習
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追
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テ
ィ
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反
応
ば
か
り
だ
っ
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記
憶
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。
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れ
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懇
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「
新
コ
ア
カ
リ
の
教
育
を
受
け
た
薬
剤
師
は
、
２
０
２
１
年
に
卒
業

し
ま
す
。
楽
し
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
個
人
的
な
感
想
を
述
べ
る
な

ら
、
そ
ん
な
に
悠
長
に
社
会
は
待
っ
て
く
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
社
会
は
、
す
で
に
薬
剤
師
の
存
在
意
義
に
『
？
』
を
抱

き
始
め
て
い
る
。
大
学
は
、
新
た
な
教
育
方
針
を
新
コ
ア
カ
リ
世
代

に
だ
け
で
な
く
、
上
の
学
年
に
も
当
て
は
め
る
よ
う
な
努
力
を
し
な

け
れ
ば
─
─
。
も
う
時
間
と
の
闘
い
で
す
ね
。
す
ぐ
れ
た
臨
床
薬
剤

師
の
登
場
を
１
年
で
も
早
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　
薬
剤
師
を
見
限
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
患
者
だ
け
で
は
な
い
。
医
師

も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
薬
剤
師
が
医
師
に
疑
義
照
会

し
た
と
き
に
高
飛
車
な
態
度
を
と
ら
れ
る
、
歯
牙
に
も
か
け
ら
れ
な

い
ケ
ー
ス
が
多
々
見
ら
れ
る
の
は
、
薬
剤
師
の
能
力
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
だ
ろ
う
。
医
師
に
薬
剤
師
が
必
要
だ
と
思
わ
せ
る
に
は
、
い

ち
早
く
教
育
改
革
の
方
向
性
を
訴
え
て
い
く
の
が
効
果
的
だ
と
井
上

氏
は
言
う
。

「
大
学
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
薬
剤
師
を
養
成
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
医
師
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
近
い
将
来
、
対
等
に
や
り
取
り

で
き
る
、
医
師
の
役
に
立
て
る
薬
剤
師
が
現
れ
る
の
だ
と
理
解
し
、

期
待
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　
薬
剤
師
が
、
真
の
意
味
で
医
療
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
、
能

力
を
磨
く
ほ
か
に
、
大
学
在
籍
中
に
意
識
を
根
本
的
に
変
え
て
い
く

こ
と
も
大
切
だ
そ
う
だ
。

「
薬
学
部
に
進
学
す
る
学
生
や
そ
の
親
御
さ
ん
に
は
、
ど
う
も
薬
剤

師
資
格
を
“
手
に
職
”
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。
医
師
や
看

護
師
は
、
あ
る
意
味
、
厳
し
い
、
汚
い
場
面
に
臨
む
覚
悟
が
あ
る
の

で
す
が
、
薬
剤
師
は
処
方
せ
ん
を
預
か
っ
て
薬
を
患
者
さ
ん
に
渡
せ

ば
い
い
、
き
れ
い
ご
と
だ
け
で
す
ん
で
し
ま
う
職
種
だ
と
勘
違
い
し

て
い
る
向
き
が
否
め
ま
せ
ん
。
新
コ
ア
カ
リ
の
施
行
を
機
に
、
薬
剤

師
は
イ
ー
ジ
ー
な
職
業
で
は
な
く
、
時
に
は
患
者
さ
ん
の
苦
し
む
姿

も
見
て
、
時
に
は
臨
終
に
も
立
ち
会
う
医
療
人
な
の
だ
と
す
る
教
育

も
始
め
る
べ
き
で
す
」

　
薬
学
教
育
６
年
制
の
紆
余
曲
折
を
、
よ
う
や
く
整
理
し
て
理
解
で

き
た
気
が
し
た
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
薬
学
教
育
で
あ
る
が
、
井
上
氏

の
よ
う
な
粘
り
強
い
人
物
の
力
に
よ
っ
て
確
実
に
正
し
い
方
向
に
進

路
を
向
け
て
い
る
よ
う
だ
。
取
材
の
最
後
に
彼
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

願
い
す
る
と
─
─
。

「
私
た
ち
大
学
人
は
、
志
の
あ
る
薬
剤
師
の
輩
出
に
全
霊
を
傾
け
て

い
く
覚
悟
で
す
。
し
か
し
、
社
会
に
出
て
し
っ
か
り
し
た
受
け
皿
が

な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
失
望
は
大
き
い
で
し
ょ
う
。
特
に
、
保
険
薬
局

を
営
む
方
々
に
は
、
処
方
せ
ん
の
処
理
、
調
剤
だ
け
の
た
め
に
薬
剤

師
を
酷
使
し
な
い
で
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
た
い
。

　
臨
床
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
の
場
と
、
そ
れ
を
発
揮
さ
せ

る
仕
事
の
場
が
両
輪
と
な
っ
て
機
能
し
て
こ
そ
、
薬
剤
師
を
誇
り
あ

る
職
業
に
押
し
上
げ
て
い
く
原
動
力
に
な
る
の
で
す
」

　
教
育
の
現
場
で
奮
闘
す
る
人
の
言
葉
が
、
今
、
現
場
で
働
く
薬
剤

師
た
ち
、
そ
し
て
広
く
薬
剤
師
業
界
に
い
る
人
々
の
心
に
届
く
よ
う

祈
り
つ
つ
取
材
を
終
了
し
た
。

PROFILE
いのうえ・けいぞう
1962年 千葉大学薬学部卒業
1967年 東京大学大学院薬学系研究科修了
 東京大学薬学部助手
1970年 国立予防衛生研究所（ 現・国立感染研究所 ）主任研究官
1978年 東京大学薬学部助教授
1985年 東京大学薬学部教授
1998年 東京大学薬学部長、同大学院薬学研究科長
2000年 帝京大学薬学部教授
2001年 帝京大学薬学部長
2012年 帝京大学副学長

日本薬学会会頭、日本生化学会会頭、医道審議会薬剤師分科会会
長、厚生労働省薬剤師国家試験出題制度検討会座長、文部科学省
薬学系人材の在り方に関する検討会副座長等を歴任。現在は、薬
学教育評価機構理事長、日本私立薬科大学協会会長
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「
８
つ
の
代
表
的
疾
患
が
挙
げ
ら
れ
、
実
際
に
そ
の
疾
患
を
持
つ
患

者
さ
ん
と
接
し
て
処
方
提
案
を
す
る
よ
う
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
は

注
目
に
値
し
ま
す
。
し
か
も
、
肝
疾
患
、
腎
疾
患
を
持
つ
な
ど
疾
患

も
複
合
的
で
、
あ
る
い
は
小
児
、
あ
る
い
は
高
齢
者
と
年
齢
層
は
幅

広
く
、
栄
養
状
態
も
さ
ま
ざ
ま
─
─
そ
う
し
た
患
者
さ
ん
に
処
方
提

案
を
行
う
実
習
は
、
必
ず
有
意
義
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
」

◆
　
◆
　
◆

　
な
る
ほ
ど
、
コ
ア
カ
リ
の
改
訂
や
、
新
コ
ア
カ
リ
に
も
と
づ
く
実

務
実
習
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
は
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
肝
心
の

教
育
現
場
が
つ
い
て
こ
ら
れ
る
か
に
一
抹
の
不
安
を
覚
え
た
。
５
年

生
時
の
実
務
実
習
で
処
方
提
案
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
４
年

生
ま
で
に
単
な
る
講
義
だ
け
で
な
く
模
擬
患
者
を
用
い
て
授
業
を
す

る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
薬
学
教
育
を
再
考
し
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

変
更
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
。
実
の
と
こ
ろ
、
新
コ
ア
カ
リ

施
行
後
、
教
育
に
目
覚
ま
し
い
変
化
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
本
来
で
あ
れ
ば
６
年
制
に
な
っ
た
際
に
、
各
大
学
で
は
薬
学
教
育

の
あ
り
方
を
考
え
、
改
善
点
に
気
づ
き
、
教
育
改
革
を
積
極
的
に
進

め
て
い
く
べ
き
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
大
学
人
の
努
力
不
足
と
、
あ

ま
り
に
も
急
激
に
変
わ
る
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
き
れ
ず
、
今
回

の
改
訂
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
度
こ
そ
─
─
。
期
待
は
あ
っ
た
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
大
学
ご

と
に
著
し
い
温
度
差
が
あ
る
の
が
現
状
で
す
。
ど
れ
だ
け
新
コ
ア
カ

リ
を
読
み
込
み
、
そ
の
精
神
を
十
分
把
握
し
て
実
施
し
て
い
る
か
は

大
学
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
非
常
に
真
剣
に
と
ら
え
て
変
え
て

い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
変
え
ず
に
い
き
た

い
と
の
考
え
が
透
け
て
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
大
学
の
二
極
化
が
放
置
さ
れ
る
と
は
考
え
づ
ら

い
で
す
ね
。
現
在
、
大
学
は
国
家
試
験
の
合
格
率
で
評
価
さ
れ
や
す

い
の
で
す
が
、
今
後
は
確
実
に
、
ど
ん
な
薬
剤
師
を
養
成
し
て
い
る

の
か
が
評
価
基
準
に
な
っ
て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
な
ら
な
け

れ
ば
薬
剤
師
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
り
ま
す
か
ら
」

◆
　
◆
　
◆

　
単
に
調
剤
を
す
る
だ
け
の
薬
剤
師
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
バ
ッ
シ

ン
グ
の
嵐
が
強
烈
に
吹
き
始
め
て
い
る
。
医
薬
分
業
は
進
ん
だ
が
、

患
者
に
と
っ
て
は
手
間
が
増
え
、
し
か
も
費
用
が
高
く
な
る
な
ど
、

メ
リ
ッ
ト
ど
こ
ろ
か
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
本
当

の
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
院
内
処
方
へ
の
回
帰
さ
え
取
り
ざ

た
さ
れ
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
は
不
要
論
ま
で
出
か
ね
な
い
状
況

だ
。
こ
う
し
た
存
亡
の
危
機
を
救
う
に
は
、
第
一
に
薬
剤
師
が
高
い

臨
床
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

志
の
あ
る
薬
剤
師
が
輩
出
さ
れ
て
も

調
剤
だ
け
の
職
場
し
か
な
け
れ
ば
失
望
は
大
き
い
。

実
務
実
習
で
は
、代
表
的
疾
患
を
持
つ
患
者
に

具
体
的
な
処
方
提
案
を
す
る
こ
と
を
推
奨
。
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OPINION
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０
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奨
さ
れ
て
い
る
の
は

注
目
に
値
し
ま
す
。
し
か
も
、
肝
疾
患
、
腎
疾
患
を
持
つ
な
ど
疾
患

も
複
合
的
で
、
あ
る
い
は
小
児
、
あ
る
い
は
高
齢
者
と
年
齢
層
は
幅

広
く
、
栄
養
状
態
も
さ
ま
ざ
ま
─
─
そ
う
し
た
患
者
さ
ん
に
処
方
提

案
を
行
う
実
習
は
、
必
ず
有
意
義
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
」

◆
　
◆
　
◆

　
な
る
ほ
ど
、
コ
ア
カ
リ
の
改
訂
や
、
新
コ
ア
カ
リ
に
も
と
づ
く
実

務
実
習
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
は
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
肝
心
の

教
育
現
場
が
つ
い
て
こ
ら
れ
る
か
に
一
抹
の
不
安
を
覚
え
た
。
５
年

生
時
の
実
務
実
習
で
処
方
提
案
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
４
年

生
ま
で
に
単
な
る
講
義
だ
け
で
な
く
模
擬
患
者
を
用
い
て
授
業
を
す

る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
薬
学
教
育
を
再
考
し
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

変
更
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
。
実
の
と
こ
ろ
、
新
コ
ア
カ
リ

施
行
後
、
教
育
に
目
覚
ま
し
い
変
化
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
本
来
で
あ
れ
ば
６
年
制
に
な
っ
た
際
に
、
各
大
学
で
は
薬
学
教
育

の
あ
り
方
を
考
え
、
改
善
点
に
気
づ
き
、
教
育
改
革
を
積
極
的
に
進

め
て
い
く
べ
き
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
大
学
人
の
努
力
不
足
と
、
あ

ま
り
に
も
急
激
に
変
わ
る
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
き
れ
ず
、
今
回

の
改
訂
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
度
こ
そ
─
─
。
期
待
は
あ
っ
た
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
大
学
ご

と
に
著
し
い
温
度
差
が
あ
る
の
が
現
状
で
す
。
ど
れ
だ
け
新
コ
ア
カ

リ
を
読
み
込
み
、
そ
の
精
神
を
十
分
把
握
し
て
実
施
し
て
い
る
か
は

大
学
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
非
常
に
真
剣
に
と
ら
え
て
変
え
て

い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
変
え
ず
に
い
き
た

い
と
の
考
え
が
透
け
て
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
大
学
の
二
極
化
が
放
置
さ
れ
る
と
は
考
え
づ
ら

い
で
す
ね
。
現
在
、
大
学
は
国
家
試
験
の
合
格
率
で
評
価
さ
れ
や
す

い
の
で
す
が
、
今
後
は
確
実
に
、
ど
ん
な
薬
剤
師
を
養
成
し
て
い
る

の
か
が
評
価
基
準
に
な
っ
て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
な
ら
な
け

れ
ば
薬
剤
師
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
り
ま
す
か
ら
」

◆
　
◆
　
◆

　
単
に
調
剤
を
す
る
だ
け
の
薬
剤
師
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
バ
ッ
シ

ン
グ
の
嵐
が
強
烈
に
吹
き
始
め
て
い
る
。
医
薬
分
業
は
進
ん
だ
が
、

患
者
に
と
っ
て
は
手
間
が
増
え
、
し
か
も
費
用
が
高
く
な
る
な
ど
、

メ
リ
ッ
ト
ど
こ
ろ
か
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
本
当

の
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
院
内
処
方
へ
の
回
帰
さ
え
取
り
ざ

た
さ
れ
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
は
不
要
論
ま
で
出
か
ね
な
い
状
況

だ
。
こ
う
し
た
存
亡
の
危
機
を
救
う
に
は
、
第
一
に
薬
剤
師
が
高
い

臨
床
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

志
の
あ
る
薬
剤
師
が
輩
出
さ
れ
て
も

調
剤
だ
け
の
職
場
し
か
な
け
れ
ば
失
望
は
大
き
い
。

実
務
実
習
で
は
、代
表
的
疾
患
を
持
つ
患
者
に

具
体
的
な
処
方
提
案
を
す
る
こ
と
を
推
奨
。
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構
新薬審査第三部審査専門員（2016年３月現在）

古関 竹直

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

大学院で基礎研究に従事した後、大学病院の薬剤部に籍を置きつつ

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）に

出向して３年になる古関竹直氏。

薬剤師が新たに開発された薬剤に向かう姿勢、臨床研究を行う意義深さについて

医薬品の承認審査業務を経験した彼ならではの話を聞けた。

取材：2016年３月２日
＊古関氏の所属は取材時のもの。同氏は2016年４月より藤田保健衛生大学研究支援推進センター在籍

薬剤師の関与で改善できること
新たに明らかとなること
──きっとたくさんある

   10

　井上圭三氏が副学長を務める帝
京大学の板橋キャンパス最寄りの
JR十条駅前には、知る人ぞ知る
「東京三大銀座商店街」のひとつ
がある。開閉自在で全天候型のア
ーケードがつづく十条銀座だ。
　昔ながらの商店や惣菜屋などが
並ぶ商店街の一角に、異彩を放つ
飲食店を見つけた。トタン波板の
軒に堂々たる筆文字で「肉骨茶」
と書かれた看板、その下には赤提
灯が揺れる昭和レトロな外装。店
先のワゴンでは、せいろから湯気
が上がっている。辺りに漂うエス
ニックな香りと、肉と骨と茶とい
う不思議な漢字の並びに好奇心を
そそられて入店してみた。

●

　平日の昼下がり、難なく店内に
入れたのだが、聞けば週末には行
列もできる人気店とのこと。店名
の「肉骨茶」は「バクテー」と読
み、マレーシア料理の名前だとい
う。スペアリブの薬膳スープがそ

の正体だ。中国系マレーシア人に
とっては、イギリス植民地時代か
らのソウルフードで、現地では専
門店が軒を連ねているそうだ。し
かし、日本では同店が専門店とし
ては唯一の存在で、まだまだ知名
度が低いからと料理名をそのまま
店の名に冠したらしい。

●

　ともあれ、料理はうんちくより
も味、食してみなくてはわからな
い。ランチタイムのいちばん人気
のサラダと小鉢、ご飯とデザート
のついた定食を注文してみた。
　ほどなく運ばれてきた土鍋には
黒っぽいスープから豪快にはみ出
したスペアリブが盛られていて驚
いた。最初にスープを一口味わっ
てみる。色から想像したよりずっ

と薄味で、確かに薬膳の香りはす
るが、強いクセはなく、すっと喉
を通る。
　一方、スペアリブは箸で触れる
だけで骨から離れ、口の中でほろ
りと溶けるほど柔らかい。そのま
までも十分おいしいが、添えられ
たダークソイソースをつけるとエ
スニック感が増す。脂っぽさがま
ったくない優しい味わいで、おそ
らく病みつきになる客も多いだろ
う。スペアリブを堪能したら、最
後はスープをご飯にかけて香りま
で余さず賞味するのが現地流のお
作法だ。

●

　ちなみに、この店の肉骨茶に使
われている香辛料は、シナモン、
八角、クローブ、アンゼリカ、ウ
ド、茶、柚子、甘草、センキュウ
葉、等々。薬剤師の皆さんには、
生薬として馴染み深いものばかり
かもしれない。食事の最中から身
体がぽかぽかとあたたまってき
て、滋養強壮などの効能も期待で
きそうだ。さすがマレーシアで長
く愛されてきた料理だけある。十
分に堪能できた。

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。

肉骨茶
（エスニック料理店）

DATA
肉骨茶
所在地：東京都北区上十条２-30-９

十条銀座のアーケード

「肉骨茶」の店舗は十条駅から徒歩１分

大きなスペアリブが入った肉骨茶
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し
た
が
っ
て
、
新
し
く
採
用
さ
れ
る
薬
剤
の
使
用

に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
き
ち
ん
と
し
た
用
法
・

用
量
な
ど
の
使
用
方
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
予
期
し

て
い
な
い
事
象
が
起
こ
る
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
薬
剤
師
が
新
薬
を
扱
う
際
に
は
、
製
薬

企
業
の
担
当
者
か
ら
の
説
明
を
受
け
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
そ
の
説
明
の
み
で
安
心
せ
ず
、
背
景
と

な
る
添
付
文
書
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
、
で
き

れ
ば
審
査
報
告
書
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ

し
て
、
ど
う
い
う
患
者
さ
ん
を
対
象
に
実
施
し
た
試

験
に
も
と
づ
い
て
承
認
さ
れ
、
ど
う
い
う
患
者
さ
ん

に
対
す
る
有
効
性
や
安
全
性
が
未
検
討
で
あ
る
の
か

を
把
握
し
て
か
ら
、
適
正
使
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
積

極
的
に
介
入
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
新
薬
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
薬
剤
師
は
、

読
ん
だ
と
し
て
も
、
添
付
文
書
止
ま
り
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

古
関
　
薬
剤
を
調
剤
す
る
薬
剤
師
や
処
方
す
る
医
師

に
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
は
、
新
薬
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
や

審
査
報
告
書
な
ど
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
有
益
な
情

報
を
公
開
し
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。
ぜ
ひ
、
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。

―
―
今
年
の
４
月
か
ら
は
、
大
学
病
院
に
戻
ら
れ
、

臨
床
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
予
定
と
う
か

が
い
ま
し
た
。
現
職
の
経
験
を
生
か
し
て
、
将
来
的

に
、
ど
の
よ
う
な
研
究
に
関
与
し
た
い
と
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

古
関
　
現
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
臨
床
研
究
に
た
ず

さ
わ
っ
て
い
く
の
か
未
定
で
す
が
、
個
人
的
に
は
、

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

添付文書やインタビューフォーム、審査報告書、安全性に関する情報のほか、患者向けの医薬品ガイドなども入手できる

【資料】PMDAのウェブサイトにある医療用医薬品の情報検索ページ

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/

   12

審
査
品
目
を
待
っ
て
い
る
患
者
や

使
用
を
希
望
し
て
い
る
医
師
の
た
め

よ
り
良
い
薬
剤
の
承
認
に
尽
力

―
―
古
関
先
生
は
、
藤
田
保
健
衛
生
大
学
病
院
の
薬

剤
部
か
ら
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
に
出
向
さ
れ
ま
し
た
。
た
い
へ

ん
珍
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
お
持
ち
で
す
。

古
関
　
大
学
院
で
薬
理
学
を
専
攻
し
、
主
に
動
物
を

用
い
た
基
礎
研
究
に
従
事
し
て
い
た
私
は
、
大
学
院

修
了
後
は
、
薬
学
部
の
教
員
に
な
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
薬
学
生
に
研
究
の
楽
し
さ
を
教
え
な
が

ら
、
い
っ
し
ょ
に
研
究
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
た

の
で
す
。

　
た
だ
、
大
学
の
教
員
と
し
て
薬
学
を
教
え
る
以
上

は
、
薬
剤
師
の
育
成
や
輩
出
に
も
尽
力
す
べ
き
で
し

ょ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
薬
剤
師
が
ど
う
い
う
仕
事

を
し
て
い
る
の
か
を
実
務
を
通
し
て
学
ぶ
必
要
が
あ

る
と
考
え
、
大
学
病
院
の
薬
剤
部
に
飛
び
込
む
決
意

を
し
ま
し
た
。

―
―
そ
し
て
、
藤
田
保
健
衛
生
大
学
病
院
の
薬
剤
部

に
入
職
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

古
関
　
は
い
、
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
実
は
、
入
職

の
直
前
に
薬
剤
部
長
か
ら
「
１
年
後
に
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
に

出
向
し
て
み
な
い
か
」
と
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

話
を
う
か
が
っ
て
み
ま
す
と
、
同
院
で
は
臨
床
研
究

（
治
験
を
含
む
）
に
注
力
し
て
い
き
た
い
、
そ
の
た

め
に
も
医
薬
品
の
承
認
審
査
を
経
験
し
た
人
材
が
必

要
な
の
で
、
ぜ
ひ
経
験
を
積
ん
で
き
て
ほ
し
い
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
医
薬
品
が
ど
の
よ
う
な
承
認
審
査
を
受
け
て
市
場

に
出
さ
れ
る
の
か
を
経
験
で
き
る
め
っ
た
に
な
い
チ

ャ
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
、
ふ
た
つ
返
事
で
お
受
け
し

ま
し
た
。

―
―
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
事
業
は
幅
広
い
分
野
に
わ
た
り
ま

す
が
、
古
関
先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行
わ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

古
関
　
私
は
、
新
薬
審
査
第
三
部
と
称
す
る
部
署
に

所
属
し
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
精
神
・
神
経
系
に
作
用
す
る
薬
剤
や
、

麻
酔
薬
、
麻
薬
、
眼
・
耳
鼻
系
に
作
用
す
る
感
覚
器

官
用
薬
な
ど
の
新
薬
の
承
認
審
査
業
務
、
さ
ら
に
開

発
中
の
薬
剤
に
つ
い
て
、
開
発
戦
略
や
治
験
実
施
計

画
な
ど
の
相
談
を
受
け
る
対
面
助
言
業
務
を
主
な
仕

事
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
非
常
に
重
要
で
、
や
り
甲
斐
の
あ
る
仕
事
と
お

見
受
け
し
ま
す
。

古
関
　
審
査
品
目
を
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
る
患

者
さ
ん
が
い
て
、
ま
た
、
使
用
を
希
望
し
て
い
る
医

師
も
い
ま
す
。
特
に
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
は
そ

う
で
す
。
そ
こ
で
審
査
員
は
、
よ
り
良
い
薬
剤
が
早

く
承
認
さ
れ
る
よ
う
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
薬
剤

は
適
正
に
使
用
さ
れ
な
い
と
、
患
者
さ
ん
を
治
療
す

る
ど
こ
ろ
か
、
害
を
持
っ
て
患
者
さ
ん
に
襲
い
か
か

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
薬
剤
に
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
の

か
、
ま
た
、
有
効
性
を
超
え
る
リ
ス
ク
は
認
め
ら
れ

な
い
の
か
を
よ
く
審
査
し
た
う
え
で
、
添
付
文
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
の
議
論
、
関
連
資
材
の
充
実
な
ど

を
十
分
に
行
い
、
こ
れ
で
あ
れ
ば
市
場
に
出
て
も
当

該
薬
剤
の
特
性
に
つ
い
て
医
師
や
薬
剤
師
、
患
者
さ

ん
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
適
正
に
使
用
さ
れ
、
疾

患
の
治
療
に
資
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
詰

め
て
、
承
認
の
可
否
を
判
断
し
ま
す
。

　
正
直
、
そ
う
と
う
な
苦
労
を
と
も
な
う
仕
事
で
す

が
、
新
た
な
薬
剤
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ん
の
こ
と

を
思
う
と
、
開
発
者
同
様
に
と
て
も
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

新
薬
を
扱
う
際
に
は
、
添
付
文
書
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
、

審
査
報
告
書
ま
で
読
ん
で
ほ
し
い

―
―
１
年
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、
病
院
薬
剤
師
と
し

て
仕
事
を
し
た
経
験
が
業
務
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
る
場
面
は
あ
り
ま
す
か
。

古
関
　
薬
剤
の
適
正
使
用
に
向
け
た
情
報
提
供
の
あ

り
方
に
お
い
て
で
し
ょ
う
か
。
添
付
文
書
や
適
正
使

用
ガ
イ
ド
、
患
者
向
け
資
材
で
、
ど
の
よ
う
に
記
載

を
し
た
ら
理
解
い
た
だ
き
、
適
正
使
用
に
導
け
る
の

か
を
考
え
る
と
き
に
、
薬
剤
師
の
視
点
が
生
か
せ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
新
薬
が
続
々
と
開
発
さ
れ
て
い
る
中
、
新
規
の

薬
剤
導
入
に
あ
た
っ
て
薬
剤
師
が
注
意
す
べ
き
点
な

ど
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

古
関
　
治
験
に
お
い
て
は
、
適
切
性
の
評
価
の
観
点

か
ら
年
齢
、
病
型
や
重
症
度
、
併
用
薬
、
投
与
期
間

な
ど
の
条
件
が
限
ら
れ
た
患
者
さ
ん
の
み
に
投
与
さ

れ
ま
す
が
、
市
場
に
出
た
と
き
に
は
、
治
験
で
あ
っ

た
よ
う
な
条
件
を
超
え
て
服
用
す
る
患
者
さ
ん
の
数

は
一
気
に
増
え
ま
す
。

　
ま
た
、
承
認
審
査
時
の
評
価
は
主
に
全
体
集
団
の

成
績
で
行
っ
て
薬
剤
の
有
効
性
や
安
全
性
を
判
断
し

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
服
用
す
る
個
々
の
患
者
さ

ん
で
背
景
は
千
差
万
別
で
す
。
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し
た
が
っ
て
、
新
し
く
採
用
さ
れ
る
薬
剤
の
使
用

に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
き
ち
ん
と
し
た
用
法
・

用
量
な
ど
の
使
用
方
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
予
期
し

て
い
な
い
事
象
が
起
こ
る
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
薬
剤
師
が
新
薬
を
扱
う
際
に
は
、
製
薬

企
業
の
担
当
者
か
ら
の
説
明
を
受
け
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
そ
の
説
明
の
み
で
安
心
せ
ず
、
背
景
と

な
る
添
付
文
書
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
、
で
き

れ
ば
審
査
報
告
書
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ

し
て
、
ど
う
い
う
患
者
さ
ん
を
対
象
に
実
施
し
た
試

験
に
も
と
づ
い
て
承
認
さ
れ
、
ど
う
い
う
患
者
さ
ん

に
対
す
る
有
効
性
や
安
全
性
が
未
検
討
で
あ
る
の
か

を
把
握
し
て
か
ら
、
適
正
使
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
積

極
的
に
介
入
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
新
薬
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
薬
剤
師
は
、

読
ん
だ
と
し
て
も
、
添
付
文
書
止
ま
り
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

古
関
　
薬
剤
を
調
剤
す
る
薬
剤
師
や
処
方
す
る
医
師

に
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
は
、
新
薬
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
や

審
査
報
告
書
な
ど
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
有
益
な
情

報
を
公
開
し
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。
ぜ
ひ
、
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。

―
―
今
年
の
４
月
か
ら
は
、
大
学
病
院
に
戻
ら
れ
、

臨
床
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
予
定
と
う
か

が
い
ま
し
た
。
現
職
の
経
験
を
生
か
し
て
、
将
来
的

に
、
ど
の
よ
う
な
研
究
に
関
与
し
た
い
と
お
考
え
で

し
ょ
う
か
。

古
関
　
現
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
臨
床
研
究
に
た
ず

さ
わ
っ
て
い
く
の
か
未
定
で
す
が
、
個
人
的
に
は
、

ヴォイス ─────── o i ce
編集長対談

添付文書やインタビューフォーム、審査報告書、安全性に関する情報のほか、患者向けの医薬品ガイドなども入手できる

【資料】PMDAのウェブサイトにある医療用医薬品の情報検索ページ

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
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審
査
品
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待
っ
て
い
る
患
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の
た
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Ａ
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た
。
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ん
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キ
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を
お
持
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で
す
。

古
関
　
大
学
院
で
薬
理
学
を
専
攻
し
、
主
に
動
物
を

用
い
た
基
礎
研
究
に
従
事
し
て
い
た
私
は
、
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部
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と
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え
て
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な
が
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。

　
た
だ
、
大
学
の
教
員
と
し
て
薬
学
を
教
え
る
以
上

は
、
薬
剤
師
の
育
成
や
輩
出
に
も
尽
力
す
べ
き
で
し

ょ
う
。
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に
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び
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ま
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。
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に
入
職
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
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は
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剤
部
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「
１
年
後
に
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
に

出
向
し
て
み
な
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か
」
と
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を
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け
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れ
ま
し
た
。

話
を
う
か
が
っ
て
み
ま
す
と
、
同
院
で
は
臨
床
研
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（
治
験
を
含
む
）
に
注
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し
て
い
き
た
い
、
そ
の
た

め
に
も
医
薬
品
の
承
認
審
査
を
経
験
し
た
人
材
が
必

要
な
の
で
、
ぜ
ひ
経
験
を
積
ん
で
き
て
ほ
し
い
と
の

こ
と
で
し
た
。

　
医
薬
品
が
ど
の
よ
う
な
承
認
審
査
を
受
け
て
市
場

に
出
さ
れ
る
の
か
を
経
験
で
き
る
め
っ
た
に
な
い
チ

ャ
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
、
ふ
た
つ
返
事
で
お
受
け
し

ま
し
た
。

―
―
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
事
業
は
幅
広
い
分
野
に
わ
た
り
ま

す
が
、
古
関
先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行
わ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

古
関
　
私
は
、
新
薬
審
査
第
三
部
と
称
す
る
部
署
に

所
属
し
て
い
ま
す
。

　
そ
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で
、
精
神
・
神
経
系
に
作
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す
る
薬
剤
や
、

麻
酔
薬
、
麻
薬
、
眼
・
耳
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系
に
作
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す
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感
覚
器

官
用
薬
な
ど
の
新
薬
の
承
認
審
査
業
務
、
さ
ら
に
開

発
中
の
薬
剤
に
つ
い
て
、
開
発
戦
略
や
治
験
実
施
計

画
な
ど
の
相
談
を
受
け
る
対
面
助
言
業
務
を
主
な
仕

事
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

―
―
非
常
に
重
要
で
、
や
り
甲
斐
の
あ
る
仕
事
と
お

見
受
け
し
ま
す
。

古
関
　
審
査
品
目
を
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
る
患

者
さ
ん
が
い
て
、
ま
た
、
使
用
を
希
望
し
て
い
る
医

師
も
い
ま
す
。
特
に
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
は
そ

う
で
す
。
そ
こ
で
審
査
員
は
、
よ
り
良
い
薬
剤
が
早

く
承
認
さ
れ
る
よ
う
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
薬
剤

は
適
正
に
使
用
さ
れ
な
い
と
、
患
者
さ
ん
を
治
療
す

る
ど
こ
ろ
か
、
害
を
持
っ
て
患
者
さ
ん
に
襲
い
か
か

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
薬
剤
に
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
の

か
、
ま
た
、
有
効
性
を
超
え
る
リ
ス
ク
は
認
め
ら
れ

な
い
の
か
を
よ
く
審
査
し
た
う
え
で
、
添
付
文
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
の
議
論
、
関
連
資
材
の
充
実
な
ど

を
十
分
に
行
い
、
こ
れ
で
あ
れ
ば
市
場
に
出
て
も
当

該
薬
剤
の
特
性
に
つ
い
て
医
師
や
薬
剤
師
、
患
者
さ

ん
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
適
正
に
使
用
さ
れ
、
疾

患
の
治
療
に
資
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
詰

め
て
、
承
認
の
可
否
を
判
断
し
ま
す
。

　
正
直
、
そ
う
と
う
な
苦
労
を
と
も
な
う
仕
事
で
す

が
、
新
た
な
薬
剤
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ん
の
こ
と

を
思
う
と
、
開
発
者
同
様
に
と
て
も
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

新
薬
を
扱
う
際
に
は
、
添
付
文
書
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
フ
ォ
ー
ム
、

審
査
報
告
書
ま
で
読
ん
で
ほ
し
い

―
―
１
年
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、
病
院
薬
剤
師
と
し

て
仕
事
を
し
た
経
験
が
業
務
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
る
場
面
は
あ
り
ま
す
か
。

古
関
　
薬
剤
の
適
正
使
用
に
向
け
た
情
報
提
供
の
あ

り
方
に
お
い
て
で
し
ょ
う
か
。
添
付
文
書
や
適
正
使

用
ガ
イ
ド
、
患
者
向
け
資
材
で
、
ど
の
よ
う
に
記
載

を
し
た
ら
理
解
い
た
だ
き
、
適
正
使
用
に
導
け
る
の

か
を
考
え
る
と
き
に
、
薬
剤
師
の
視
点
が
生
か
せ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
新
薬
が
続
々
と
開
発
さ
れ
て
い
る
中
、
新
規
の

薬
剤
導
入
に
あ
た
っ
て
薬
剤
師
が
注
意
す
べ
き
点
な

ど
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

古
関
　
治
験
に
お
い
て
は
、
適
切
性
の
評
価
の
観
点

か
ら
年
齢
、
病
型
や
重
症
度
、
併
用
薬
、
投
与
期
間

な
ど
の
条
件
が
限
ら
れ
た
患
者
さ
ん
の
み
に
投
与
さ

れ
ま
す
が
、
市
場
に
出
た
と
き
に
は
、
治
験
で
あ
っ

た
よ
う
な
条
件
を
超
え
て
服
用
す
る
患
者
さ
ん
の
数

は
一
気
に
増
え
ま
す
。

　
ま
た
、
承
認
審
査
時
の
評
価
は
主
に
全
体
集
団
の

成
績
で
行
っ
て
薬
剤
の
有
効
性
や
安
全
性
を
判
断
し

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
服
用
す
る
個
々
の
患
者
さ

ん
で
背
景
は
千
差
万
別
で
す
。
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　特に好評だったのは、〝子ども薬剤師体験〞のコーナー。子どもたちが、

薬の代わりにお菓子を用いて患者さんに合わせてお薬を調整することを実際

に分包機の操作体験などから知る機会が設けられ、楽しく薬剤師の仕事を学

んでいました。

〝子ども薬剤師体験〞を開催

株式会社ファーマシィのFacebookでは
同社薬局が取り組むさまざまな活動などをご紹介しています
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先
ほ
ど
述
べ
た
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
新
薬
の
審
査
報
告
書
で

言
及
さ
れ
て
い
る
、
患
者
さ
ん
に
対
す
る
有
効
性
や

安
全
性
が
未
検
討
の
事
項
に
つ
い
て
臨
床
研
究
を
行

い
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

　
新
薬
の
安
全
性
上
の
疑
念
の
解
決
、
あ
る
い
は
有

効
性
の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
構
築
の
一
助
を
担
え
れ
ば
う

れ
し
い
限
り
で
す
。

保
険
薬
局
と
い
う
場
所
は

研
究
を
始
め
る
の
に
最
適
な
場
所
で

研
究
材
料
の
宝
庫
と
言
え
る

―
―
昨
今
の
薬
局
薬
剤
師
は
、
通
常
の
調
剤
業
務
だ

け
で
は
な
く
、
臨
床
研
究
へ
の
貢
献
も
求
め
ら
れ
て

き
て
い
ま
す
。

　
１
年
と
は
い
え
薬
剤
師
の
実
務
を
行
っ
た
あ
と
で

医
薬
品
の
承
認
審
査
業
務
を
経
験
し
、
今
後
は
、
臨

床
研
究
に
臨
ま
れ
る
古
関
先
生
で
あ
れ
ば
、
薬
局
薬

剤
師
が
臨
床
研
究
を
手
が
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
良

き
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

古
関
　
私
も
、
こ
れ
か
ら
臨
床
研
究
に
着
手
す
る
立

場
な
の
で
、
偉
そ
う
な
こ
と
は
何
も
言
え
ま
せ
ん
。

た
だ
、
肌
感
覚
で
は
あ
り
ま
す
が
、
臨
床
研
究
を
行

う
と
い
う
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
薬
局
薬
剤
師
の
方
は

世
の
中
の
皆
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
少
な
く
な
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
私
の
母
校
に
は
、
地
域
医
療
を
支
え
る
薬
剤
師
の

役
割
と
職
能
の
確
立
の
た
め
、
開
局
や
在
宅
医
療
に

関
与
す
る
薬
局
薬
剤
師
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
「
地
域
医
療
薬
局
学
講

座
」
が
あ
り
ま
す
（
２
０
１
５
年
３
月
で
終
了
）。

同
講
座
が
開
催
し
た
、
薬
局
業
務
に
生
か
す
た
め
の

論
文
の
読
み
方
や
書
き
方
、
学
会
発
表
の
仕
方
を
学

ぶ
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
約
30
名
の
薬
局
薬
剤
師
が
参
加

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
決
し
て
少
な
い
数
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
薬
局
で
研
究
が
進
ま

な
い
の
は
、
薬
剤
師
が
、
処
方
せ
ん
に
も
と
づ
い
て

調
剤
し
、
投
薬
す
る
と
い
う
一
般
業
務
の
流
れ
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
研
究
を
行
え
る
の
か
が
わ
か
ら
な

い
と
い
う
の
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由
で
は
な
い

か
と
推
察
し
ま
す
。
し
か
し
、
保
険
薬
局
と
い
う
場

所
は
、
研
究
を
始
め
る
の
に
最
適
な
環
境
で
、
患
者

Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
と
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
研
究
材
料

の
宝
庫
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
何
気
な
い
日
常
業
務
に
お
い
て
ふ
と

し
た
こ
と
で
問
題
点
に
気
づ
い
た
な
ら
、
そ
の
改
善

策
を
考
え
、
薬
剤
師
の
介
入
前
後
の
数
値
を
取
得
、

改
善
策
が
有
益
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

結
果
に
つ
い
て
学
会
で
、
あ
る
い
は
論
文
を
書
く
な

ど
し
て
発
表
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
薬
剤
師

の
関
与
に
よ
っ
て
改
善
で
き
る
こ
と
、
新
た
に
明
ら

か
に
さ
れ
る
こ
と
─
─
き
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
と
思

い
ま
す
。

―
―
患
者
さ
ん
が
薬
剤
師
に
期
待
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
き
ち
ん
と
応
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
か
え
り
み

れ
ば
、
き
っ
と
臨
床
研
究
の
テ
ー
マ
が
見
つ
か
る
の

で
し
ょ
う
。

古
関
　
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
日
常
業
務
の
殻
を

破
り
、
一
歩
を
踏
み
出
す
勇
気
を
持
っ
て
い
た
だ
き

た
い
で
す
ね
。

―
―
本
日
は
、
薬
剤
師
の
背
中
を
押
し
て
く
だ
さ
る

お
話
を
い
た
だ
き
、
た
い
へ
ん
有
意
義
で
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

PROFILE
こせき・たけなお
2007年名城大学薬学部卒業。2012年名城大学大学院薬学研究科修了（薬学博
士：神経精神薬理学）、藤田保健衛生大学病院薬剤部。2013年独立行政法人医
薬品医療機器総合機構新薬審査第三部審査専門員（2016年３月まで）。2016年
４月藤田保健衛生大学研究支援推進センター
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InformationBox

薬剤師が
知っておきたい
情報あれこれ

注：「個別健康教育対象者(ア)」は、特定健康診査及び健康増進法にもとづく健康診査受診者のうち、検査結果から生活習慣病の発症予防等のため指導が必要な者で2014年
度中に教育を開始した者。「個別健康教育対象者(イ)」は、同じく検査結果から生活習慣病の重症化予防等のため個別健康教育による指導が有効であると医師が認めた者で
2014年度中に教育を開始した者

■健康診査における受診者の状況

■健康診査における検査結果

35

11.3

31.0

20.9

26.3
30.8

13.7 12.6
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15.3
11.1

26.7

19.2

28.5
32.5

9.7
12.3 12.1

14.7

（％）

30
25
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5

高血圧症
個別健康教育対象者(ア)

高血圧症
個別健康教育対象者(イ)

脂質異常症
個別健康教育対象者(ア)

脂質異常症
個別健康教育対象者(イ)

糖尿病
個別健康教育対象者(ア)

糖尿病
個別健康教育対象者(イ)

貧血
(疑いを含む)

肝疾患
(疑いを含む)

腎機能障害
(疑いを含む)

0

受診者数 40〜49歳 50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75歳以上

総数 109,572 13,105 15,907 12,571 16,851 18,638 32,500

男 51,285 5,691 8,827 7,424 9,234 8,576 11,533

女 58,287 7,414 7,080 5,147 7,617 10,062 20,967

（人）

■ 男性

■ 女性受
診
者
に
占
め
る
割
合

❶健康診査

【検査の受診をすすめる】
　厚生労働省は今年３月、2014年度の「地域保健・健康増進
事業報告」の調査結果を取りまとめて公表しました。
　この調査は、国などが今後の保健政策を効率的、効果的に推
進するため、市区町村や保健所が実施する健康増進に関する事
業を把握することを目的としています。つまり、あくまで調査
結果を行政が保健政策に活用するねらいで行われているのです
が、調査対象には健康診査への市民の参加数なども含まれてお
り、市民の健康に関係する各種事業の現況がわかります。
　これからの薬局薬剤師には、市民の健康増進を支援すること
が求められてきています。今回は、「地域保健・健康増進事業
報告」の調査結果の中から、市民の健康に関係する各種事業に
ついてのデータを抜粋してご紹介しますので、患者への受診勧
奨などに役立てていただきたいと思います。

　市区町村が実施した健康診査の受診者数は109,572人で、内訳は男性51,285人、女性58,287人です。検査結
果では、各種生活習慣病において療養指導などが必要とされる受診者が１〜３割ほど存在することが明らかに
なりました。健康診査は、「患者の掘り起こし」につながります。保険薬局で診査の機会を紹介することは、
健康増進に効果的でしょう。
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■骨粗しょう症検診における検査結果（女性）
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（％）
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（歳）

■肝炎ウイルス検診における検査結果

Ｂ型肝炎ウイルス検診 Ｃ型肝炎ウイルス検診

年齢 受診者数 陽性と判定された者 受診者数
現在、Ｃ型肝炎ウイルス
に感染している可能性が
高いと判定された者

40歳 98,081 437 98,233 148

41〜44歳 74,861 399 74,833 175

45〜49歳 84,685 513 84,754 244

50〜54歳 80,426 524 80,430 273

55〜59歳 86,259 676 86,185 312

60〜64歳 136,882 1,261 136,364 439

65〜69歳 169,616 1,566 168,987 661

70〜74歳 104,440 933 104,001 536

75〜79歳 43,517 293 43,418 347

80歳以上 40,540 215 40,534 552
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出典：2014年度『地域保健・健康増進事業報告』より作成

　高齢者のQOLを保つために非常に重要とされているのが「骨」の健康です。市区町村が女性を対象に実施し
た骨粗しょう症検診の結果に目を向けて見ると、55歳で「要指導」、60歳で「要精検」とされた受診者が大き
く増加しています。そうした年齢の女性患者が保険薬局を訪れた際には、ぜひ骨粗しょう症検診の受診をすす
めると良いでしょう。

　市区町村が実施した肝炎ウイルス検診の受診者数は、B型肝炎ウイルスについては約919,000人、C型肝炎ウ
イルスについては約917,000人で、決して多いとは言えません。ウイルス性肝炎は感染していても自覚症状が
ないケースが少なくなく、感染の事実に気づかないままの人がたくさんいるとされていますので、積極的な受
診勧奨が求められるところです。

■  要精検

■  要指導

■  異常認めず
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InformationBox

薬剤師が
知っておきたい
情報あれこれ
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2014年度中に教育を開始した者

■健康診査における受診者の状況

■健康診査における検査結果

35

11.3

31.0

20.9

26.3
30.8

13.7 12.6

20.5

15.3
11.1

26.7

19.2

28.5
32.5

9.7
12.3 12.1

14.7

（％）

30
25
20
15
10
5

高血圧症
個別健康教育対象者(ア)

高血圧症
個別健康教育対象者(イ)

脂質異常症
個別健康教育対象者(ア)

脂質異常症
個別健康教育対象者(イ)

糖尿病
個別健康教育対象者(ア)

糖尿病
個別健康教育対象者(イ)

貧血
(疑いを含む)

肝疾患
(疑いを含む)

腎機能障害
(疑いを含む)

0

受診者数 40〜49歳 50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75歳以上

総数 109,572 13,105 15,907 12,571 16,851 18,638 32,500

男 51,285 5,691 8,827 7,424 9,234 8,576 11,533

女 58,287 7,414 7,080 5,147 7,617 10,062 20,967

（人）

■ 男性

■ 女性受
診
者
に
占
め
る
割
合

❶健康診査

【検査の受診をすすめる】
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　薬局薬剤師は、自分の存在が社会にとって有益である

とPRしてこなかった。「不言実行」は日本人の美徳で

はあるが、その言葉に甘えているうちに、だんだん「不

言不実行」になっていったのかもしれない。このまま、

自ら考え、提案し、状況が改善したというアウトカムを

提示する義務を怠れば、薬剤師を取り巻く環境は悪化す

るしかないのではないか？

＊

　「薬局薬剤師は、処方せんを薬に換えてくれる人。患

者さんの家にわざわざ来て、何ができるの？払うお金に

見合う何かをしてくれるの？」。在宅訪問業務を始めて

すぐのころ、たくさんの人に言われた。「いいえ、こん

なにメリットがあるんです」と説明する一方で、私たち

の職種はアウトカムがないのだと、しみじみと思い知ら

された。

　待っているだけでは、環境は変わらない。自分から変

えていかなければならない。そう決心して、最初に取り

かかったのは学会発表だ。目的─方法─結果─考察にい

たる客観的な検証で、自分の仕事を表現する癖をつけよ

うとした。だが、難易度は高く、症例発表に甘んじた。

もっときちんと医療的、医療経済的なアウトカムを示せ

るようになりたい。できれば──病院薬剤師たちのよう

に──コンスタントに学会発表をしながら、現場に成果

を還元したい。

　どうすれば、より良い学会発表ができるのかを考えた

末、ほかの人の発表時にも「自分がやるなら──」と想

像しながら聞くようにした。すると目線を大きく変えら

れるようになった。やがて、人見知りなどと言いわけせ

ず、すばらしい人たちと積極的にコミュニケーションを

とって糧にしようとする姿勢も生まれた。

　そうして四苦八苦しながらアカデミックに自分の仕事

をとらえようと努力をしていると、さらなる課題が見え

てきた。社会に訴えるには「症例報告」や「発表」だけ

でなく、「論文」が必要だ。尊敬する人たちの井戸端会

議の声からわかってきた。なるほど、そうか。

　しかし、長年さぼっていたぶん、ハードルは高い。比

較対照群をつくりにくい現場で、仕事の質の有意差判定

はどんなかたちでできるのか、まだまだ考えはまとまら

ないし、統計の知識もまったくもって足りない。だが、

できないと諦めてしまえば、結局、薬局薬剤師は自己満

足の仕事しかしていないとされ、淘汰されるべき職種と

いうカテゴリーから脱せないのではないか。

＊

　現場が忙しいと、つい自己研鑽をあとまわしにしてし

まいがちだ。あるいは、ルーティンで仕事がまわせてお

金をもらえているならば、精進そのものの必要性を感じ

なくなってしまうかもしれない。でも、薬局の「外」は

大きく変動している。情報化社会で医療情報が氾濫して

いる中、探し方さえ上手であれば、国家資格を持たなく

てもそれなりの根拠ある医療情報の閲覧は可能で、エビ

デンスをもとに一般人でもアセスメントを行える。医師

の処方せんどおりに調剤をし、自分ではなんのアセスメ

ントもせず薬を渡すことは、特別な職権を与えられた層

が行うべき仕事だろうか。

　地域住民の生活に根ざした薬の専門家──あるべき論

はもう十分。私たちにはアウトカムが求められている。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第18回
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BOOK
『新薬創製』

編著：長岡 貞男／発行：日経BP社

　本書は、我が国の製薬企業
が生み出した画期的新薬につ
いて、研究開発の当事者への
インタビューなどを通じて分
析したものです。執筆は、イ
ノベーションと産業組織を研
究対象としてきた東京経済大
学教授の長岡貞男氏を中心に
研究者や製薬企業出身者など
からなる10人のグループが担
いました。
　医薬品の研究開発の成功確
率は、30,000分の１とも言わ

れています。本書では、そうした厳しい条件を乗り越えて製品化
された結果、従来の治療方法を一変させるようなインパクトを与
え、しかもブロックバスターに成長した「アクテムラ」、「オプ
ジーボ」、「アクトス」など12製品をとり上げました。
　日本発の革新的新薬の各事例には、創薬過程にユニークな特徴
があると言われますが、本書は、その過程を統一的視点で調査、
横断分析しており、基礎研究の重要性や知的財産制度が果たす役
割、産学連携のあり方などにおいて、多くの示唆に富む内容とな
っています。

INFORMATION
「ステラーラ」をクローン病の適応症で承認申請

　ヤンセンファーマ株式会社は、抗体製剤「ステラーラ（一般名
：ウステキヌマブ〈遺伝子組み換え〉）」について、クローン病を
適応症とする承認申請を行いました。
　本剤は、もともと2011年に乾癬治療薬として発売されたもの
で、世界中で幅広く使われています。一方、ヒト型抗ヒトIL-12
／23p40モノクローナル抗体製剤である本剤は、クローン病の炎
症性腸疾患に深くかかわるIL-12／23を阻害することで、消化管
の炎症を抑制する働きもあると考えられていました。そして、国

際共同治験が実施された結果、クローン病に対する本剤の有効性
と安全性が確かめられたため、米国と欧州では昨年、中等症から
重症の活動期にあるクローン病の治療を目的とした承認申請が行
われました。
　我が国でも今回、寛解導入療法の治療薬として、新開発の点滴
静注製剤の製造販売承認を申請するとともに、寛解維持療法につ
いては、既承認の皮下注製剤に適応を追加するかたちで承認申請
がなされました。クローン病は、日本国内では患者数が年々増加
して現在は40,000人以上に達しており、本剤の治療への貢献が期
待されます。

TECHNOLOGY
薬剤師の監査を支援するシステムを開発

　富士フイルム株式会社は、薬局での調剤時に、薬剤名と数量が
処方せんのデータと一致しているかを判定する監査支援システム
「PROOFIT」を開発しました。
　本製品は、調剤した薬剤を機器本体のステージ上で撮影して画
像を解析し、薬剤名と数量を認識、処方せんデータと一致してい
るかを判定します。バーコードだけでなくPTPシート上の文字も
読み取れ、重なった状態のままでも錠剤数を正確に計測できるす
ぐれものです。同システムで確認した薬剤名や数量と処方せんの
データが異なる場合、即時にアラームを発して調剤ミスを防止し
監査業務の正確性や効率性を向上させます。
　医薬品名データベースには、クラウドネットワークを通じてア
クセス可能で、新薬の情報などは自動更新されるため、システム
の維持管理の手間が軽減されます。また、監査結果を薬剤の撮影
画像とともに記録し、より精度の高い監査履歴を保存できます。

TOPICS

PROOFIT本体（右）とタッチパネルモニター（左）



21   

BOOK
『新薬創製』

編著：長岡 貞男／発行：日経BP社

　本書は、我が国の製薬企業
が生み出した画期的新薬につ
いて、研究開発の当事者への
インタビューなどを通じて分
析したものです。執筆は、イ
ノベーションと産業組織を研
究対象としてきた東京経済大
学教授の長岡貞男氏を中心に
研究者や製薬企業出身者など
からなる10人のグループが担
いました。
　医薬品の研究開発の成功確
率は、30,000分の１とも言わ

れています。本書では、そうした厳しい条件を乗り越えて製品化
された結果、従来の治療方法を一変させるようなインパクトを与
え、しかもブロックバスターに成長した「アクテムラ」、「オプ
ジーボ」、「アクトス」など12製品をとり上げました。
　日本発の革新的新薬の各事例には、創薬過程にユニークな特徴
があると言われますが、本書は、その過程を統一的視点で調査、
横断分析しており、基礎研究の重要性や知的財産制度が果たす役
割、産学連携のあり方などにおいて、多くの示唆に富む内容とな
っています。

INFORMATION
「ステラーラ」をクローン病の適応症で承認申請

　ヤンセンファーマ株式会社は、抗体製剤「ステラーラ（一般名
：ウステキヌマブ〈遺伝子組み換え〉）」について、クローン病を
適応症とする承認申請を行いました。
　本剤は、もともと2011年に乾癬治療薬として発売されたもの
で、世界中で幅広く使われています。一方、ヒト型抗ヒトIL-12
／23p40モノクローナル抗体製剤である本剤は、クローン病の炎
症性腸疾患に深くかかわるIL-12／23を阻害することで、消化管
の炎症を抑制する働きもあると考えられていました。そして、国

際共同治験が実施された結果、クローン病に対する本剤の有効性
と安全性が確かめられたため、米国と欧州では昨年、中等症から
重症の活動期にあるクローン病の治療を目的とした承認申請が行
われました。
　我が国でも今回、寛解導入療法の治療薬として、新開発の点滴
静注製剤の製造販売承認を申請するとともに、寛解維持療法につ
いては、既承認の皮下注製剤に適応を追加するかたちで承認申請
がなされました。クローン病は、日本国内では患者数が年々増加
して現在は40,000人以上に達しており、本剤の治療への貢献が期
待されます。

TECHNOLOGY
薬剤師の監査を支援するシステムを開発

　富士フイルム株式会社は、薬局での調剤時に、薬剤名と数量が
処方せんのデータと一致しているかを判定する監査支援システム
「PROOFIT」を開発しました。
　本製品は、調剤した薬剤を機器本体のステージ上で撮影して画
像を解析し、薬剤名と数量を認識、処方せんデータと一致してい
るかを判定します。バーコードだけでなくPTPシート上の文字も
読み取れ、重なった状態のままでも錠剤数を正確に計測できるす
ぐれものです。同システムで確認した薬剤名や数量と処方せんの
データが異なる場合、即時にアラームを発して調剤ミスを防止し
監査業務の正確性や効率性を向上させます。
　医薬品名データベースには、クラウドネットワークを通じてア
クセス可能で、新薬の情報などは自動更新されるため、システム
の維持管理の手間が軽減されます。また、監査結果を薬剤の撮影
画像とともに記録し、より精度の高い監査履歴を保存できます。

TOPICS

PROOFIT本体（右）とタッチパネルモニター（左）
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編集後記

教育が先か、現場が先か。現場は教育に
求め、教育は現場に求める。薬学教育

において６年制とともに顕在化した問題のひ
とつだろう。やはり、現場あっての教育であ
るはずだ。社会に求められている薬剤師像が
現場にはあるべきだと思う。ただ、薬剤師の
場合、そうはなっていないところも見受けら
れる。若い力による突き上げが教育の改革で
起こるのであれば、ウェルカムだ。若手から
ベテランまで一丸となって、薬剤師の職能を
押し上げていかなければならない。現場と教
育は両輪なのだと感じた。� （H.T.）

当 社の薬局では、測定機器を使用した健
康測定会をよく開催しています。処方

せんをお持ちでない方も多数立ち寄ってくだ
さり、ご自身の健康に関心の高い方が多いこ
とがうかがえます。� （K.K.）

４ 月の診療報酬改定について、インター
ネット上では、「今までは、お薬手帳

を薬局に持っていくと高くなったが、今度か
らは安くなるそうだ。いや、すべての薬局で
同じように安くなるわけではないらしい」と
いった一般の方向けの “お得情報” ばかりが
目立ち、非常に残念でした。「なぜ、お薬手
帳が必要なのか」という肝心なところを患者
さんへ正確に伝える必要があると、あらため
て痛感しました。� （ほっ）

よ く使っていた大型書店がリニューアル
オープンしました。早速、訪れたので

すが、目当ての本の場所がなかなか見つから
なかったり、雰囲気がなんとなく落ち着かな
かったり……。書店は “相性” が大切なのだ
なと思いました。� （フク）
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