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MY OPINION─明日の薬剤師へ─
藤田保健衛生大学・藍野大学客員教授

鍋島 俊隆
Voice─編集長対談─
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は
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な
い
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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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MY OPINION
─明日の薬 剤 師へ─

藤
田
保
健
衛
生
大
学
・
藍
野
大
学
客
員
教
授

鍋
島 

俊
隆

大
学
薬
学
部
に

薬
局
薬
剤
師
を
対
象
に
し
た

寄
附
講
座
を
つ
く
る
。
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MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

局
薬
剤
師
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
大
学
か
ら
名
城
大
学
に
移
っ

た
後
、
同
寄
附
講
座
の
設
置
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
病
院
薬

剤
師
を
教
育
し
た
延
長
線
上
で
、
次
に
教
育
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
薬
局
薬
剤
師
だ
と
の
確
信
を
得
た
か
ら
だ
っ
た

よ
う
だ
。

薬
局
か
ら
臨
床
現
場
に

引
き
ず
り
出
す
た
め
に

「
名
古
屋
大
学
に
在
籍
し
て
い
た
時
代
に
、
無
念
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
講
座
設
置
へ
の
原
動
力
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
前
述
し
た
よ
う
に
病
院
薬
剤
師
は
、
時
代
と
と
も
に
ど
ん

ど
ん
そ
の
姿
を
変
貌
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
流
れ
で
勉
強
会
も

た
く
さ
ん
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
薬
局
薬

剤
師
向
け
の
勉
強
会
は
少
な
く
、
薬
剤
師
が
臨
床
現
場
を
知

る
機
会
は
皆
無
の
状
況
。
愛
知
県
病
院
薬
剤
師
会
の
会
長
も

務
め
て
い
た
鍋
島
氏
は
、
何
回
か
愛
知
県
薬
剤
師
会
役
員
に

対
し
て
合
同
で
勉
強
会
を
開
催
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
が
、

ノ
ー
・
レ
ス
だ
っ
た
と
い
う
。

「
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
薬
局
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
の
処

理
の
速
さ
に
し
か
興
味
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
こ
れ
で
は

い
け
な
い
。
薬
剤
師
を
薬
局
か
ら
臨
床
現
場
に
引
き
ず
り
出

し
て
、
で
き
れ
ば
、
臨
床
研
究
の
喜
び
に
も
目
覚
め
さ
せ
ら

れ
れ
ば
─
─
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
テ
ー
マ
を
医
療
界
の
喫
緊

の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
在
宅
医
療
と
し
て
企
業
に
呼
び
か

け
、
薬
局
薬
剤
師
の
た
め
の
寄
附
講
座
の
設
置
に
こ
ぎ
つ
け

ま
し
た
」

PROFILE
なべしま・としたか
1973年 大阪大学大学院博士課程単位修得後退学
1973年 名城大学薬学部助手
1978年 米国ミシシッピ州立大学メディカルセンター客員助教授
1982年 名城大学薬学部講師
1984年 名城大学薬学部助教授
1990年 名古屋大学大学院医学系研究科臨床情報学講座医療薬学分野教授
 名古屋大学医学部附属病院薬剤部部長（ 併任 ）
2006年 特定非営利活動法人医薬品適正使用推進機構理事長
2007年 名城大学大学院薬学研究科薬品作用学研究室教授
2012年 名城大学薬学部寄附講座地域医療薬局学講座特任教授
2015年 名城大学薬学部鍋島研究室特任教授
2016年 藤田保健衛生大学・藍野大学客員教授
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研
究
も
世
界
レ
ベ
ル
な
ら

教
育
も
世
界
レ
ベ
ル

　「
地
域
医
療
薬
局
学
講
座
」
と
称
す
る
寄
附
講
座
が
、
２

０
１
２
年
か
ら
３
年
間
、
名
古
屋
市
の
名
城
大
学
薬
学
部
に

あ
っ
た
。

　
実
は
こ
れ
、
在
宅
医
療
に
従
事
す
る
薬
局
薬
剤
師
の
養
成

を
図
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
月
に
１
回
、
関
連
す

る
著
名
人
が
講
師
と
し
て
招
か
れ
、
主
に
薬
局
薬
剤
師
を
対

象
に
無
料
の
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
特
任
教
授
と
し
て

そ
ん
な
画
期
的
な
講
座
を
つ
く
っ
た
の
が
鍋
島
俊
隆
氏
だ
。

現
在
は
、
藤
田
保
健
衛
生
大
学
・
藍
野
大
学
の
客
員
教
授
を

し
て
い
る
と
聞
き
、
早
速
、
話
を
聞
き
に
行
っ
た
。

　
鍋
島
氏
は
、
薬
物
依
存
、
統
合
失
調
症
や
認
知
症
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
り
、
『N

ature

』、
『Science

』
な
ど
に
研

究
結
果
を
報
告
し
た
り
、
約
50
の
新
薬
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ

て
き
た
こ
と
で
名
高
い
。
そ
ん
な
研
究
畑
の
人
が
、
何
ゆ
え

薬
剤
師
、
し
か
も
薬
局
薬
剤
師
の
た
め
の
講
座
の
特
任
教
授

と
な
っ
た
の
か
。

「
僕
は
研
究
者
で
す
が
、
実
は
、
薬
剤
師
教
育
に
も
熱
心
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
１
９
９
０
年
に
名
古
屋
大
学
に
教

授
と
し
て
就
任
し
た
際
、
薬
剤
部
の
部
長
を
兼
任
し
た
の
を

機
に
、
病
院
薬
剤
師
が
臨
床
な
ど
を
学
べ
る
場
を
さ
ま
ざ
ま

に
し
か
け
ま
し
た
」

　
薬
剤
師
が
患
者
と
身
近
に
接
し
、
服
薬
指
導
が
で
き
る
よ

う
薬
剤
師
を
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
出
向
か
せ
た
り
、
２
０
０
０

年
に
は
大
学
病
院
で
初
め
て
薬
剤
師
が
外
来
患
者
に
対
応
す

る
薬
剤
師
外
来
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
は
、
米
国
の
医
療
現

場
に
若
手
薬
剤
師
を
厚
生
労
働
省
の
助
成
金
で
留
学
さ
せ
る

と
同
時
に
、
海
外
か
ら
臨
床
薬
剤
師
を
招
へ
い
し
、
日
本
の

病
院
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
直
接
指
導
を
受
け
る
留
学
・
研
修

制
度
も
設
け
た
。

　
こ
う
し
た
活
動
が
認
め
ら
れ
、
な
ん
と
フ
ラ
ン
ケ
・
メ
ダ

ル
賞
を
日
本
人
で
初
め
て
受
賞
し
た
そ
う
だ
。
同
賞
は
米
国

病
院
薬
剤
師
会
が
、
薬
剤
師
教
育
へ
の
国
際
的
貢
献
を
称
え

て
贈
る
賞
だ
と
い
う
。
研
究
も
世
界
レ
ベ
ル
な
ら
、
教
育
も

世
界
レ
ベ
ル
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
病
院
薬
剤
師
の
教
育
を
手
が
け
た
理
由
を
聞
く
と
、
笑
い

な
が
ら
即
答
し
て
く
れ
た
。

「
身
近
な
人
に
、
幸
福
に
な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。

我
々
研
究
者
は
目
標
を
定
め
、
そ
の
目
標
に
ル
ー
ト
Ａ
で
た

ど
り
着
け
な
か
っ
た
ら
、
ル
ー
ト
Ｂ
で
は
ど
う
か
と
試
行
錯

誤
を
重
ね
て
目
標
達
成
を
め
ざ
し
ま
す
。
目
標
に
た
ど
り
着

い
た
と
き
の
喜
び
と
い
っ
た
ら
、
言
葉
で
は
表
せ
な
い
ほ
ど

で
、
結
果
は
論
文
に
す
る
こ
と
で
評
価
さ
れ
、
大
い
に
や
り

甲
斐
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
引
き
換
え
、
病
院
薬
剤
師
は
、
調
剤
業
務
の
繰
り

返
し
。
そ
こ
に
や
り
甲
斐
が
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
大
学
か
ら
は
、
研
究
さ
え
や
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
薬
剤
師
に
も
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し

て
業
務
を
科
学
的
に
行
い
、
結
果
を
学
会
発
表
や
論
文
化
し

客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
喜
び
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た

の
で
す
」

　
そ
の
後
、
医
薬
分
業
が
進
展
し
、
病
院
薬
剤
師
に
関
し
て

は
、
病
棟
業
務
や
薬
剤
師
外
来
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
が
、
旧
態
依
然
と
し
た
仕
事
ぶ
り
な
の
が
薬
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MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
職
種
に
お
い
て
も
薬
剤
師
業
務
の

認
知
度
が
低
い
こ
と
か
ら
連
携
に
い
た
っ
て
い
な
い
可
能
性

が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
」

　
さ
ら
に
、
鍋
島
氏
が
期
待
し
た
臨
床
研
究
も
有
志
に
よ
っ

て
し
っ
か
り
行
わ
れ
た
。

「
喘
息
や
、
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活

習
慣
病
と
い
っ
た
慢
性
疾
患
に
対
し
て
薬
局
薬
剤
師
が
指
導

し
た
場
合
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
の
実
態
、
認
知
症
の
治
療
薬
に
お

け
る
新
薬
と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
比
較
評
価
な
ど
の
臨
床
研
究

が
行
わ
れ
、
有
意
義
な
結
果
が
導
き
出
さ
れ
ま
し
た
」

　
さ
ま
ざ
ま
な
功
績
を
残
し
て
、
同
講
座
は
終
了
し
た
が
、

鍋
島
氏
は
、
こ
れ
か
ら
似
た
よ
う
な
、
つ
ま
り
は
、
薬
局
薬

剤
師
を
対
象
と
し
た
講
座
が
大
学
薬
学
部
に
設
置
さ
れ
る
は

ず
だ
と
断
言
す
る
。

「
薬
剤
師
の
中
で
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
に
も
っ
と
も
多
く

を
占
め
る
の
が
、
薬
局
薬
剤
師
で
す
。
彼
ら
が
社
会
か
ら
不

要
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
薬
学
部
そ
の
も
の
の
存
続
も
危

う
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
薬
局
薬
剤

師
の
臨
床
研
究
を
促
す
講
座
や
、
地
域
医
療
を
支
え
る
職
能

を
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
講
座
は
、
必
然
的
に
生

ま
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
ま
す
」

豊
か
な
生
活
の
た
め
に

サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
れ

　
鍋
島
氏
は
、
薬
局
薬
剤
師
も
自
分
の
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
れ
と
言
う
。

「
私
が
、
薬
局
薬
剤
師
に
送
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
病
院
薬
剤

師
へ
の
も
の
と
同
様
で
す
。
薬
局
薬
剤
師
も
、
や
は
り
サ
イ

エ
ン
ス
に
も
と
づ
き
な
が
ら
仕
事
を
す
べ
き
で
す
。
そ
う
で

な
い
と
誰
も
評
価
は
で
き
ま
せ
ん
。
評
価
の
な
い
仕
事
は
や

り
甲
斐
が
な
い
の
で
す
。

　『
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
患
者
さ
ん
は
喜
ん
で
い
ま
し

た
』
で
は
、
評
価
の
し
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
血
圧
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
な
ら
、
こ
う
い
う
処
置
を
行
っ
て
い
く
つ
で
安
定

さ
せ
ま
し
た
。
痛
み
な
ら
、
た
と
え
ば
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ナ

ロ
グ
・
ス
ケ
ー
ル
で
数
値
に
変
え
て
結
果
を
表
す
。
す
べ
て

数
値
化
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
医
師
も
薬
剤
師
も
患
者
も
同

じ
情
報
を
共
有
で
き
、
薬
剤
師
の
仕
事
も
き
ち
ん
と
し
た
評

価
が
で
き
ま
す
」

　
さ
ら
に
薬
局
薬
剤
師
の
職
能
を
誇
れ
る
も
の
に
す
る
に
は

得
ら
れ
た
数
値
化
し
た
デ
ー
タ
を
患
者
や
一
般
国
民
の
理
解

で
き
る
か
た
ち
で
学
会
発
表
し
た
り
、
論
文
に
し
た
り
す
れ

ば
い
い
の
だ
と
強
調
す
る
。

「
研
究
と
い
う
と
大
げ
さ
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
薬
局
薬
剤
師

が
研
究
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
実
は
、
ど
こ
で
も
で
き
る
の

で
す
。
動
物
実
験
で
す
と
、
動
物
を
飼
う
た
め
の
ス
ペ
ー
ス

も
い
れ
ば
、
エ
サ
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ケ
ー
ジ

を
洗
っ
た
り
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　
一
方
、
患
者
さ
ん
は
自
ら
来
て
く
れ
、
動
物
の
よ
う
に
あ

れ
こ
れ
世
話
な
ど
し
な
く
て
も
、
デ
ー
タ
を
と
ら
せ
て
く
だ

さ
る
。
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
は
、
基
礎
研
究
者
よ
り
、
よ

ほ
ど
恵
ま
れ
た
研
究
環
境
に
い
る
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
積
極
的

に
薬
局
薬
剤
師
の
存
在
意
義
を
確
立
す
る
た
め
に
道
を
切
り

拓
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
切
望
し
ま
す
」

　
薬
局
薬
剤
師
の
幸
せ
と
は
何
か
─
─
立
ち
止
ま
っ
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
思
わ
せ
ら
れ
た
鍋
島
氏
へ
の
取

材
で
あ
っ
た
。

   08

　
そ
う
そ
う
た
る
講
師
陣
（【
資
料
】）
を
迎
え
、
在
宅
緩
和

医
療
の
実
際
、
認
知
症
の
薬
物
療
法
や
患
者
ケ
ア
の
あ
り
方

な
ど
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
目
白
押
し
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
平

均
し
て
約
１
０
０
名
、
多
い
と
き
に
は
２
５
０
名
ほ
ど
の
参

加
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
セ
ミ
ナ
ー
は
、
３
年
間
で
計
33
回
開
催
し
た
の
で
す
が
、

リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
、
愛
知
県
外
、
関
東
や
関
西
方
面
の
方

も
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
『
在
宅
医
療
に
か
か
わ
ろ
う

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
』
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
、
一
定
の

成
果
を
得
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
」

薬
局
薬
剤
師
を
対
象
と
し
た

大
学
の
講
座
は
増
え
て
い
く
は
ず

　
同
講
座
で
は
、
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
ほ
か
に
、
次
の
よ
う
な

成
果
も
生
み
出
し
た
。

・�

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
を
用
い
た
喘
息
吸
入
指
導
シ
ス
テ
ム
を
立
ち
上

げ
、
患
者
指
導
を
実
施

・�

在
宅
医
療
に
お
け
る
多
職
種
連
携
の
現
状
を
知
る
た
め
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
結
果
を
解
析

・�

地
域
医
療
を
支
援
で
き
る
人
材
の
育
成
を
め
ざ
し
、
薬
学

生
対
象
の
講
義
や
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施

・�

薬
剤
師
研
修
用
ビ
デ
オ
を
制
作
し
、
日
本
薬
剤
師
研
修
セ

ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
研
修
教
材
と
し
た

「
特
筆
す
べ
き
は
、
在
宅
医
療
に
お
け
る
多
職
種
連
携
の
現

状
を
知
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
で
す
。
愛
知
県

内
で
活
動
し
て
い
る
訪
問
看
護
師
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
対

象
に
薬
剤
師
の
業
務
に
関
す
る
認
知
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行

テーマ 講演者

喘息治療：薬物療法と吸入指導の実際
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科 久米 裕昭

名城大学薬学部病態解析学研究室 野田 幸裕

退院、そして在宅療養へ
在宅ケア移行支援研究所 宇都宮 宏子

訪問看護ステーションこあ 当間 麻子

認知症：薬物療法と患者ケアの実際
国立長寿医療研究センター内科総合診療部 遠藤 英俊

名城大学薬学部地域医療薬局学講座 鍋島 俊隆

在宅新時代へ！医薬連携を超え医薬融合
笑顔のおうちクリニック 杉浦 立尚

フェイス調剤薬局 魚住 三奈

薬剤師が関わる褥瘡ケア 国立長寿医療研究センター 古田 勝経、木ノ下 智康

在宅での薬剤師の役割とITの活用
株式会社メディカルグリーン 大澤 光司

J-HOP ICT委員会／アクア薬局 原崎 大作

薬剤業務に活かすための論文の読み方、書き方 名城大学薬学部地域医療薬局学講座 鍋島 俊隆

薬剤師とケアマネジャーの連携 日本介護支援専門員協会／居宅介護支援事業所 桂 正俊

薬剤師と看護師の連携 愛知県訪問看護ステーション管理者協議会 加藤 容子

薬剤師とバイタルサイン〜手段か目的か〜 ファルメディコ株式会社／日本在宅薬学会 狭間 研至

認知症高齢者との接し方、心構えについて 名古屋市天白区西部いきいき支援センター 田中 まり、大島 智

高齢者に対する薬物療法
東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 秋下 雅弘

名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学 鈴木 裕介

疼痛コントロールに活かせる緩和医療薬理学の基礎知識 名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学分野 大澤 匡弘

【 節薬 】のノウハウとその成果
九州大学大学院薬学研究院臨床薬学部門 島添 隆雄

福岡市薬剤師会 三井所 尊正、小  香織

わかりやすい医療統計の話 東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学 五十嵐 中

健康食品と薬の併用について・食品表示制度の現状と課題 独立行政法人国立健康・栄養研究所 千葉 剛、山内 淳

【資料】地域医療薬局学講座で開催したセミナー（抜粋）
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MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
職
種
に
お
い
て
も
薬
剤
師
業
務
の

認
知
度
が
低
い
こ
と
か
ら
連
携
に
い
た
っ
て
い
な
い
可
能
性

が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
」

　
さ
ら
に
、
鍋
島
氏
が
期
待
し
た
臨
床
研
究
も
有
志
に
よ
っ

て
し
っ
か
り
行
わ
れ
た
。

「
喘
息
や
、
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活

習
慣
病
と
い
っ
た
慢
性
疾
患
に
対
し
て
薬
局
薬
剤
師
が
指
導

し
た
場
合
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上
の
実
態
、
認
知
症
の
治
療
薬
に
お

け
る
新
薬
と
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
比
較
評
価
な
ど
の
臨
床
研
究

が
行
わ
れ
、
有
意
義
な
結
果
が
導
き
出
さ
れ
ま
し
た
」

　
さ
ま
ざ
ま
な
功
績
を
残
し
て
、
同
講
座
は
終
了
し
た
が
、

鍋
島
氏
は
、
こ
れ
か
ら
似
た
よ
う
な
、
つ
ま
り
は
、
薬
局
薬

剤
師
を
対
象
と
し
た
講
座
が
大
学
薬
学
部
に
設
置
さ
れ
る
は

ず
だ
と
断
言
す
る
。

「
薬
剤
師
の
中
で
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
に
も
っ
と
も
多
く

を
占
め
る
の
が
、
薬
局
薬
剤
師
で
す
。
彼
ら
が
社
会
か
ら
不

要
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
薬
学
部
そ
の
も
の
の
存
続
も
危

う
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
薬
局
薬
剤

師
の
臨
床
研
究
を
促
す
講
座
や
、
地
域
医
療
を
支
え
る
職
能

を
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
講
座
は
、
必
然
的
に
生

ま
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
ま
す
」

豊
か
な
生
活
の
た
め
に

サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
れ

　
鍋
島
氏
は
、
薬
局
薬
剤
師
も
自
分
の
生
活
を
豊
か
に
す
る

た
め
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
れ
と
言
う
。

「
私
が
、
薬
局
薬
剤
師
に
送
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
病
院
薬
剤

師
へ
の
も
の
と
同
様
で
す
。
薬
局
薬
剤
師
も
、
や
は
り
サ
イ

エ
ン
ス
に
も
と
づ
き
な
が
ら
仕
事
を
す
べ
き
で
す
。
そ
う
で

な
い
と
誰
も
評
価
は
で
き
ま
せ
ん
。
評
価
の
な
い
仕
事
は
や

り
甲
斐
が
な
い
の
で
す
。

　『
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
患
者
さ
ん
は
喜
ん
で
い
ま
し

た
』
で
は
、
評
価
の
し
よ
う
が
な
い
で
し
ょ
う
。
血
圧
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
な
ら
、
こ
う
い
う
処
置
を
行
っ
て
い
く
つ
で
安
定

さ
せ
ま
し
た
。
痛
み
な
ら
、
た
と
え
ば
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ナ

ロ
グ
・
ス
ケ
ー
ル
で
数
値
に
変
え
て
結
果
を
表
す
。
す
べ
て

数
値
化
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
医
師
も
薬
剤
師
も
患
者
も
同

じ
情
報
を
共
有
で
き
、
薬
剤
師
の
仕
事
も
き
ち
ん
と
し
た
評

価
が
で
き
ま
す
」

　
さ
ら
に
薬
局
薬
剤
師
の
職
能
を
誇
れ
る
も
の
に
す
る
に
は

得
ら
れ
た
数
値
化
し
た
デ
ー
タ
を
患
者
や
一
般
国
民
の
理
解

で
き
る
か
た
ち
で
学
会
発
表
し
た
り
、
論
文
に
し
た
り
す
れ

ば
い
い
の
だ
と
強
調
す
る
。

「
研
究
と
い
う
と
大
げ
さ
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
薬
局
薬
剤
師

が
研
究
を
し
よ
う
と
思
え
ば
、
実
は
、
ど
こ
で
も
で
き
る
の

で
す
。
動
物
実
験
で
す
と
、
動
物
を
飼
う
た
め
の
ス
ペ
ー
ス

も
い
れ
ば
、
エ
サ
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ケ
ー
ジ

を
洗
っ
た
り
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　
一
方
、
患
者
さ
ん
は
自
ら
来
て
く
れ
、
動
物
の
よ
う
に
あ

れ
こ
れ
世
話
な
ど
し
な
く
て
も
、
デ
ー
タ
を
と
ら
せ
て
く
だ

さ
る
。
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
は
、
基
礎
研
究
者
よ
り
、
よ

ほ
ど
恵
ま
れ
た
研
究
環
境
に
い
る
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
積
極
的

に
薬
局
薬
剤
師
の
存
在
意
義
を
確
立
す
る
た
め
に
道
を
切
り

拓
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
切
望
し
ま
す
」

　
薬
局
薬
剤
師
の
幸
せ
と
は
何
か
─
─
立
ち
止
ま
っ
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
思
わ
せ
ら
れ
た
鍋
島
氏
へ
の
取

材
で
あ
っ
た
。
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昭和薬科大学臨床薬学教育研究センター

センター長・教授

山本 美智子

構成／『 ターンアップ 』編集長：武田 宏

「アカデミック・ディテーリング」を
日本でも積極的にとり入れ
薬剤の適正使用の推進を

編 集 長 対 談
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　鍋島俊隆氏の取材で訪れた藤田
保健衛生大学病院は、愛知県豊明
市にある。同市の誕生は1972年と
比較的新しく、名古屋市の東側に
隣接する立地や、国道１号線や23
号線が市内を通過する好条件に恵
まれ、名古屋市のベッドタウンと
して発展してきた。
　色濃く残る緑の中に住宅地が広
がる光景は、まさに“のどかな郊
外”と呼ぶのが似つかわしいが、
実は豊明市は、戦国時代の大事件
「桶狭間の戦い」の舞台、我が国
の歴史を動かした桶狭間が所在す
る地だ。

●
　桶狭間の戦いが起きたのは1560
年。戦乱の世のど真ん中にあって
相模の北条、越後の上杉、甲斐の
武田、駿河・遠江・三河の今川、
尾張の織田などが勢力を拡大し、
天下統一をねらっていた。そうし
た中、同年５月には今川義元が約
25,000人の軍勢を率いて、尾張侵
攻を企てた。
　一方、義元を迎え撃つのは織田

信長。居城としていた清洲城を発
った際、主従はなんとわずか６人
だったという。その後、軍勢は次
第に大きくなったものの、それで
も3,000人程度と、今川軍より１
桁少ない有様だった。
　しかし、快進撃をつづけていた
今川軍が桶狭間付近に滞陣してい
たとき、織田軍は突然の暴風雨に
乗じて今川軍を奇襲。数で勝るも
のの今川軍は大混乱となり、義元
は討ち取られてしまった。総大将
を失った今川軍は潰走。数年後に
は、周辺地域から今川氏は一掃さ
れるまでにいたり、群雄割拠の様
相は新たな段階へと入っていく。

●
　桶狭間の戦いに縁のある史跡は
複数残っているが、中でも、名鉄
線「中京競馬場前」駅のそばにあ
る「桶狭間古戦場伝説地」は、義

元が最期を迎えた地と伝えられて
いる。1937年に国指定史跡に指定
された同地は、今では丁寧に手入
れをされた植栽が美しい、公園の
ような場所だ。しかし、中を歩け
ば、義元をはじめ主な武将が倒れ
たところに石碑が置かれ、義元の
墓碑も建立されており、かつては
戦場だった史実を物語っている。
　戦いの後、地元の人々の間では
「亡霊を見た」という訴えが絶え
なかったが、江戸時代に尾張藩士
が「お化け地蔵」を建立すると、
亡霊は現れなくなったそうだ。桶
狭間の戦いは、たった２時間程度
で決着がついたと考えられている
が、今川軍だけで戦死者が2,500
人にも達する激戦だったという。
亡霊の噂が出るのも無理はないだ
ろう。現在でも道行く多くの人々
がお化け地蔵に手を合わせ、倒れ
た兵たちの霊を慰めている。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材で出会った

場所やものをご紹介します。

桶狭間古戦場伝説地
（愛知県豊明市）

DATA
桶狭間古戦場伝説地
所在地：愛知県豊明市栄町南舘11

桶狭間古戦場伝説地の敷地内には緑が広がる

１号碑と呼ばれる石碑。義元はここで討たれた

義元の墓碑。1860年に建立された

1853年に建立された「お化け地蔵」
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相は新たな段階へと入っていく。

●
　桶狭間の戦いに縁のある史跡は
複数残っているが、中でも、名鉄
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された同地は、今では丁寧に手入
れをされた植栽が美しい、公園の
ような場所だ。しかし、中を歩け
ば、義元をはじめ主な武将が倒れ
たところに石碑が置かれ、義元の
墓碑も建立されており、かつては
戦場だった史実を物語っている。
　戦いの後、地元の人々の間では
「亡霊を見た」という訴えが絶え
なかったが、江戸時代に尾張藩士
が「お化け地蔵」を建立すると、
亡霊は現れなくなったそうだ。桶
狭間の戦いは、たった２時間程度
で決着がついたと考えられている
が、今川軍だけで戦死者が2,500
人にも達する激戦だったという。
亡霊の噂が出るのも無理はないだ
ろう。現在でも道行く多くの人々
がお化け地蔵に手を合わせ、倒れ
た兵たちの霊を慰めている。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材で出会った

場所やものをご紹介します。
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が
全
額
出
資
し
て
い
る
組
織
で
は
あ
り
ま
す
が
、

同
国
の
医
薬
品
規
制
当
局
で
あ
る
Ｔ
Ｇ
Ａ
と
は
別

の
組
織
で
、
高
い
独
立
性
を
保
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｓ
は
患
者
さ

ん
の
安
全
性
が
ど
れ
ほ
ど
確
保
さ
れ
た
か
、
ど
れ

だ
け
医
療
費
が
削
減
さ
れ
た
か
な
ど
を
自
ら
検
証

し
、
結
果
を
発
信
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
手
が
け
て

い
る
点
で
す
。

―
―
組
織
の
存
在
価
値
を
自
ら
厳
し
く
検
証
し
て

示
す
の
で
、
信
頼
を
得
ら
れ
る
の
で
す
ね
。

医
薬
品
情
報
の
９
割
は

英
語
で
流
通
し
て
い
る

信
頼
で
き
る
情
報
源
の
確
保
を

―
―
翻
っ
て
日
本
の
状
況
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

我
が
国
の
医
薬
品
情
報
ソ
ー
ス
と
言
え
ば
、
独
立

行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ

Ａ
）が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

山
本
　
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
か
ら
は
、
国
内
の
公
的
な
情
報

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
実
際
に
は
、
薬
剤
師

は
製
薬
企
業
の
Ｍ
Ｒ
か
ら
の
情
報
や
、
製
品
の
添

付
文
書
に
か
な
り
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
添
付
文
書
の
情
報
は
基
本
で
あ
り
、

そ
れ
に
の
っ
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

Ｍ
Ｒ
は
自
社
製
品
の
内
容
に
は
詳
し
く
て
も
、
他

社
製
品
に
関
し
て
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、

「
中
立
的
」
か
つ
網
羅
的
に
情
報
を
提
供
で
き
る

か
と
い
っ
た
点
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
日
本
の
場
合
、
中
立
性
が
担
保
さ
れ
た
情
報

が
、
し
っ
か
り
提
供
さ
れ
る
環
境
に
あ
る
と
は
言

い
難
い
わ
け
で
す
ね
。

山
本
　
そ
う
で
す
。
私
は
、
大
学
で
学
生
に
「
医

薬
品
情
報
の
90
％
は
英
語
で
流
通
し
て
い
る
」
と

話
し
て
い
ま
す
。
臨
床
論
文
を
評
価
す
る
う
え
で

も
英
語
は
必
須
で
す
。

　
評
価
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
Ｎ
Ｐ
Ｓ
の
ほ

か
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
イ
ギ
リ
ス
国
立
医
療
技
術
評
価

機
構
）
に
も
無
料
で
ア
ク
セ
ス
し
て
得
ら
れ
る
情

報
が
あ
り
ま
す
し
、
有
料
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ア

メ
リ
カ
の
医
療
情
報
企
業
ト
ム
ソ
ン
・
マ
イ
ク
ロ

メ
デ
ッ
ク
ス
社
が
提
供
す
る
「D

rugD
ex

」
な
ど

も
あ
り
ま
す
。
学
生
に
は
、
こ
う
し
た
ツ
ー
ル
の

使
い
方
を
教
え
て
い
ま
す
。

―
―
足
り
な
い
情
報
を
、
海
外
の
ツ
ー
ル
を
使
っ

て
補
う
必
要
も
あ
る
？

山
本
　
は
い
。
情
報
の
詳
細
さ
の
点
で
も
、
海
外

の
英
語
と
日
本
語
の
情
報
で
は
差
が
あ
り
ま
す
。

　
２
０
１
４
年
、
東
京
女
子
医
科
大
学
病
院
で
頸

部
リ
ン
パ
管
腫
の
摘
出
手
術
を
受
け
た
男
児
が
、

３
日
後
に
急
性
循
環
不
全
で
亡
く
な
っ
た
症
例
で

は
、
麻
酔
薬
の
「
プ
ロ
ポ
フ
ォ
ー
ル
」
の
過
剰
投

与
が
原
因
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
の
添
付
文
書

に
は
、
そ
も
そ
も
小
児
の
用
量
が
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
一
方
、
適
応
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
必
要

で
す
が
、
欧
米
の
添
付
文
書
やD

rugD
ex

に
は

小
児
の
用
量
や
使
い
方
な
ど
の
情
報
が
詳
細
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
た
と
え
ば

日
本
の
脂
質
異
常
症
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
ど

の
薬
剤
を
ど
れ
だ
け
投
与
す
べ
き
か
明
確
に
は
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
海
外
で
は
Ｎ
ａ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｄ

（
ア
メ
リ
カ
国
立
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ

ン
グ
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
が
評
価
情
報
を

提
供
し
て
お
り
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
低

下
レ
ベ
ル
に
応
じ
、
費
用
対
効
果
を
含
め
て
何
を

選
択
す
る
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。

　
中
立
的
で
詳
細
な
医
薬
品
情
報
の
大
半
が
英
語

で
し
か
存
在
し
な
い
現
状
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
薬

剤
師
は
海
外
に
ど
の
よ
う
な
ソ
ー
ス
が
存
在
す
る

か
を
知
り
、
必
要
な
場
合
は
そ
れ
を
活
用
で
き
る

よ
う
慣
れ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば

有
益
な
情
報
を
、
そ
れ
も
限
ら
れ
た
時
間
内
に
入

手
し
、
患
者
さ
ん
に
還
元
で
き
る
は
ず
で
す
。

多
剤
投
与
の
解
決
は
難
し
い

薬
剤
師
は
患
者
と
医
師
と

併
走
し
な
が
ら
ス
キ
ル
を
得
る
べ
し

―
―
高
齢
化
に
と
も
な
い
、
複
数
の
疾
患
を
抱
え

た
患
者
数
が
増
加
し
て
い
る
日
本
で
は
、
多
剤
投

与
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

中
、
今
年
４
月
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
６
剤
以

上
服
用
し
て
い
る
患
者
さ
ん
の
薬
剤
を
２
種
類
以

上
減
ら
す
と
保
険
点
数
が
つ
く
「
薬
剤
総
合
評
価

調
整
管
理
料
」
な
ど
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
他
の
先
進
国
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
薬
剤
師
が

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
ラ
ー
の
役
割
を
務

め
、
多
剤
投
与
へ
の
介
入
を
す
れ
ば
、
患
者
さ
ん

や
保
険
財
政
へ
大
き
な
貢
献
が
で
き
そ
う
で
す
。

編集長対談
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海
外
の
先
進
国
の
薬
剤
師
は

薬
剤
の
効
果
や
安
全
性
を

医
師
に
向
け
て
指
南
し
て
い
る

―
―
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ
ン
グ
」
と

い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
聞
き
馴
染
み
が

な
い
で
す
ね
。

山
本
　
実
は
、
英
語
でG

oogle

検
索
す
る
と
20

万
件
以
上
ヒ
ッ
ト
す
る
、
世
界
で
は
よ
く
知
ら
れ

た
言
葉
で
す
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ
ン

グ
は
、
医
薬
品
の
処
方
や
薬
物
治
療
に
お
い
て
、

医
師
が
、
有
効
性
や
安
全
性
、
そ
し
て
費
用
対
効

果
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
臨
床
上
の
判
断
が
で
き

る
よ
う
に
支
援
す
る
活
動
で
す
。

　
支
援
を
行
う
者
は
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ

ー
ラ
ー
」
と
称
さ
れ
、
主
に
臨
床
薬
剤
師
や
、
そ

の
経
験
者
が
担
う
こ
と
が
多
く
、
欧
米
な
ど
で
は

こ
の
よ
う
な
活
動
が
薬
剤
師
た
ち
の
使
命
の
ひ
と

つ
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
の
と
こ
ろ
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
他
の
先
進
国
で
は
普
及
が
進
ん
で

お
り
、
薬
物
適
正
使
用
の
方
策
と
し
て
効
果
を
あ

げ
て
い
ま
す
。

―
―
医
薬
品
に
関
す
る
最
新
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も

と
づ
く
情
報
を
把
握
し
、
医
師
に
適
切
な
処
方
を

提
案
す
る
の
は
、
日
本
で
も
薬
剤
師
に
と
っ
て
大

切
な
役
割
で
す
が
、
海
外
の
先
進
国
で
は
、
そ
う

し
た
活
動
が
組
織
的
に
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。

山
本
　
は
い
。
た
と
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は

N
PS M

edicineW
ise

（
以
下
、
Ｎ
Ｐ
Ｓ
）
と
い

う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
同
国
内
の
47
の
医
療
関
連

団
体
と
協
力
し
、
医
薬
品
に
関
す
る
中
立
的
で
重

要
な
情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　
も
し
、
あ
る
薬
剤
の
処
方
や
薬
物
治
療
に
つ
い

て
問
題
が
報
告
さ
れ
れ
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
を
立
ち
上
げ
て
対
策
を
講
じ
る
な
ど
の
対
応
も

と
り
ま
す
。

　
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｓ
は
50
人
ほ
ど
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

・
デ
ィ
テ
ー
ラ
ー
を
擁
し
て
お
り
、
彼
ら
が
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
全
土
の
医
師
、
特
に
開
業
医
に
対
し

て
個
々
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
り
、
ウ
ェ
ブ
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
、
ど
の
よ
う
な
薬
物
治

療
が
良
い
か
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。

　
医
師
や
薬
剤
師
の
資
格
が
更
新
制
の
同
国
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
訪
問
や
セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
る
こ
と

は
、
資
格
維
持
に
必
須
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

―
―
薬
剤
師
が
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
組
織
が
、

医
師
へ
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
の
は
驚
き
で
す
。

よ
ほ
ど
の
実
力
が
あ
る
の
で
す
ね
。

山
本
　
Ｎ
Ｐ
Ｓ
が
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
る
要
因

は
２
つ
。
ま
ず
、
そ
の
活
動
が
き
わ
め
て
中
立
的

な
こ
と
で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｓ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府

医
師
が
、
有
効
性
や
安
全
性
な
ど
を
考
慮
し
た
医
薬
品
の
処
方
や

薬
物
治
療
の
判
断
が
で
き
る
よ
う
、
薬
剤
師
な
ど
が
支
援
す
る
活
動
を

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ
ン
グ
」
と
呼
ぶ
。
諸
外
国
に
お
け
る
薬
剤
適
正
使
用
に
お
い
て

積
極
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

今
後
、
日
本
で
も
、
そ
う
し
た
活
動
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は

我
が
国
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ
ン
グ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
山
本
美
智
子
氏
だ
。
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が
全
額
出
資
し
て
い
る
組
織
で
は
あ
り
ま
す
が
、

同
国
の
医
薬
品
規
制
当
局
で
あ
る
Ｔ
Ｇ
Ａ
と
は
別

の
組
織
で
、
高
い
独
立
性
を
保
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｓ
は
患
者
さ

ん
の
安
全
性
が
ど
れ
ほ
ど
確
保
さ
れ
た
か
、
ど
れ

だ
け
医
療
費
が
削
減
さ
れ
た
か
な
ど
を
自
ら
検
証

し
、
結
果
を
発
信
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
手
が
け
て

い
る
点
で
す
。

―
―
組
織
の
存
在
価
値
を
自
ら
厳
し
く
検
証
し
て

示
す
の
で
、
信
頼
を
得
ら
れ
る
の
で
す
ね
。

医
薬
品
情
報
の
９
割
は

英
語
で
流
通
し
て
い
る

信
頼
で
き
る
情
報
源
の
確
保
を

―
―
翻
っ
て
日
本
の
状
況
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

我
が
国
の
医
薬
品
情
報
ソ
ー
ス
と
言
え
ば
、
独
立

行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ

Ａ
）が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

山
本
　
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
か
ら
は
、
国
内
の
公
的
な
情
報

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
実
際
に
は
、
薬
剤
師

は
製
薬
企
業
の
Ｍ
Ｒ
か
ら
の
情
報
や
、
製
品
の
添

付
文
書
に
か
な
り
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
添
付
文
書
の
情
報
は
基
本
で
あ
り
、

そ
れ
に
の
っ
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

Ｍ
Ｒ
は
自
社
製
品
の
内
容
に
は
詳
し
く
て
も
、
他

社
製
品
に
関
し
て
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、

「
中
立
的
」
か
つ
網
羅
的
に
情
報
を
提
供
で
き
る

か
と
い
っ
た
点
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
日
本
の
場
合
、
中
立
性
が
担
保
さ
れ
た
情
報

が
、
し
っ
か
り
提
供
さ
れ
る
環
境
に
あ
る
と
は
言

い
難
い
わ
け
で
す
ね
。

山
本
　
そ
う
で
す
。
私
は
、
大
学
で
学
生
に
「
医

薬
品
情
報
の
90
％
は
英
語
で
流
通
し
て
い
る
」
と

話
し
て
い
ま
す
。
臨
床
論
文
を
評
価
す
る
う
え
で

も
英
語
は
必
須
で
す
。

　
評
価
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
Ｎ
Ｐ
Ｓ
の
ほ

か
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
イ
ギ
リ
ス
国
立
医
療
技
術
評
価

機
構
）
に
も
無
料
で
ア
ク
セ
ス
し
て
得
ら
れ
る
情

報
が
あ
り
ま
す
し
、
有
料
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ア

メ
リ
カ
の
医
療
情
報
企
業
ト
ム
ソ
ン
・
マ
イ
ク
ロ

メ
デ
ッ
ク
ス
社
が
提
供
す
る
「D

rugD
ex

」
な
ど

も
あ
り
ま
す
。
学
生
に
は
、
こ
う
し
た
ツ
ー
ル
の

使
い
方
を
教
え
て
い
ま
す
。

―
―
足
り
な
い
情
報
を
、
海
外
の
ツ
ー
ル
を
使
っ

て
補
う
必
要
も
あ
る
？

山
本
　
は
い
。
情
報
の
詳
細
さ
の
点
で
も
、
海
外

の
英
語
と
日
本
語
の
情
報
で
は
差
が
あ
り
ま
す
。

　
２
０
１
４
年
、
東
京
女
子
医
科
大
学
病
院
で
頸

部
リ
ン
パ
管
腫
の
摘
出
手
術
を
受
け
た
男
児
が
、

３
日
後
に
急
性
循
環
不
全
で
亡
く
な
っ
た
症
例
で

は
、
麻
酔
薬
の
「
プ
ロ
ポ
フ
ォ
ー
ル
」
の
過
剰
投

与
が
原
因
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
の
添
付
文
書

に
は
、
そ
も
そ
も
小
児
の
用
量
が
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
一
方
、
適
応
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
必
要

で
す
が
、
欧
米
の
添
付
文
書
やD

rugD
ex

に
は

小
児
の
用
量
や
使
い
方
な
ど
の
情
報
が
詳
細
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
た
と
え
ば

日
本
の
脂
質
異
常
症
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
ど

の
薬
剤
を
ど
れ
だ
け
投
与
す
べ
き
か
明
確
に
は
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
海
外
で
は
Ｎ
ａ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｄ

（
ア
メ
リ
カ
国
立
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ

ン
グ
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
が
評
価
情
報
を

提
供
し
て
お
り
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
低

下
レ
ベ
ル
に
応
じ
、
費
用
対
効
果
を
含
め
て
何
を

選
択
す
る
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。

　
中
立
的
で
詳
細
な
医
薬
品
情
報
の
大
半
が
英
語

で
し
か
存
在
し
な
い
現
状
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
薬

剤
師
は
海
外
に
ど
の
よ
う
な
ソ
ー
ス
が
存
在
す
る

か
を
知
り
、
必
要
な
場
合
は
そ
れ
を
活
用
で
き
る

よ
う
慣
れ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば

有
益
な
情
報
を
、
そ
れ
も
限
ら
れ
た
時
間
内
に
入

手
し
、
患
者
さ
ん
に
還
元
で
き
る
は
ず
で
す
。

多
剤
投
与
の
解
決
は
難
し
い

薬
剤
師
は
患
者
と
医
師
と

併
走
し
な
が
ら
ス
キ
ル
を
得
る
べ
し

―
―
高
齢
化
に
と
も
な
い
、
複
数
の
疾
患
を
抱
え

た
患
者
数
が
増
加
し
て
い
る
日
本
で
は
、
多
剤
投

与
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

中
、
今
年
４
月
の
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
６
剤
以

上
服
用
し
て
い
る
患
者
さ
ん
の
薬
剤
を
２
種
類
以

上
減
ら
す
と
保
険
点
数
が
つ
く
「
薬
剤
総
合
評
価

調
整
管
理
料
」
な
ど
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
他
の
先
進
国
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
薬
剤
師
が

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
ラ
ー
の
役
割
を
務

め
、
多
剤
投
与
へ
の
介
入
を
す
れ
ば
、
患
者
さ
ん

や
保
険
財
政
へ
大
き
な
貢
献
が
で
き
そ
う
で
す
。

編集長対談
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第２回

　ファーマシィの薬剤師は、患者さんに寄り添った服薬サポートを実現する

ために、さまざまなトレーニングを行っています。

　独立行政法人国立病院機構京都医療センター予防医学研究室のCOMPASS

プロジェクトが実施する「３☆（スリースター）ファーマシスト研修」への参

加も、そのひとつ。薬剤師たちは、行動変容モデルやエンパワーメント、動

機づけ面接などの知識とスキルをロールプレイで学び、従来の「患者指導」

から「患者支援」への進化をめざすべく、得たものを自らの所属する薬局の

現場へフィードバックしています。

「３☆ファーマシスト研修」に参加

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紹介しています

https://www.facebook.com/pharmacy1976/

   14

山
本
　
私
が
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
で
働
い
て
い
た
当
時
、
薬

剤
の
有
害
事
象
で
亡
く
な
る
方
が
毎
週
約
１
０
０

人
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
内
訳
を
見
て
み
る

と
多
く
が
80
歳
以
上
で
、
し
か
も
10
剤
以
上
の
薬

を
服
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
し
た
。

因
果
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
多
剤
投

与
が
影
響
し
て
い
た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
多
剤
投
与
の
見
直
し

へ
の
薬
剤
師
の
参
画
に
は
、
大
い
に
期
待
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
薬
剤
師
が
患
者
さ
ん
の
様
子
か
ら
副

作
用
が
あ
る
と
見
抜
け
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と

う
経
験
を
積
ま
な
け
れ
ば
難
し
い
で
し
ょ
う
。
副

作
用
と
は
「
症
状
」
で
す
が
、
薬
剤
師
は
薬
学
部

で
診
断
学
や
症
候
学
を
本
格
的
に
学
ぶ
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
患
者
さ
ん
の
声
に
耳
を

傾
け
、
ち
ょ
っ
と
し
た
気
づ
き
か
ら
副
作
用
を
未

然
に
防
ぐ
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
た
だ
、
同
じ
患
者
さ
ん
を
診
療
し
て
い
る
医

師
同
士
で
す
ら
、
「
こ
の
薬
は
減
ら
し
た
ほ
う
が

良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
は
言
い
出
し
に
く
い
。

そ
ん
な
緊
張
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
薬
剤
師
の

介
入
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
。

山
本
　
ま
ず
は
、
か
か
り
つ
け
医
の
診
療
所
な
ど

で
患
者
さ
ん
や
薬
剤
師
を
交
え
て
話
し
合
え
る
よ

う
な
環
境
を
整
備
し
て
い
け
ば
、
多
剤
投
与
の
見

直
し
も
取
り
組
み
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
最
近
、
処
方
せ
ん
に
検
査
値
デ
ー
タ
を
添
付
す

る
取
り
組
み
を
始
め
た
医
療
機
関
も
出
て
き
て
い

ま
す
が
、
一
時
の
検
査
値
だ
け
で
な
く
、
継
続
的

な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い

い
で
す
ね
。
薬
剤
師
は
、
患
者
さ
ん
や
医
師
と
の

信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
過
程
を
通
じ
て
、
多
剤

投
与
の
弊
害
に
気
づ
く
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
て
い

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

医
師
に
対
す
る
交
渉
術
を
磨
き

医
師
と
患
者
の
行
動
変
容
を

引
き
起
こ
す
存
在
に

―
―
薬
剤
師
が
多
剤
投
与
へ
介
入
す
る
よ
う
な
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
テ
ー
リ
ン
グ
の
日
本
で
の
普

及
は
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
そ
う
で
す
。

山
本
　
し
か
し
、
薬
剤
に
関
し
て
、
患
者
さ
ん
の

薬
剤
師
に
対
す
る
期
待
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

我
々
が
一
般
の
人
を
対
象
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
患
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

「
処
方
薬
に
つ
い
て
情
報
が
ほ
し
い
と
き
、
有
用

な
情
報
源
は
ど
れ
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

「
薬
剤
師
」
と
答
え
た
方
は
、
１
位
の
「
医
師
」
に

僅
差
の
２
位
で
し
た
（【
資
料
】）。

―
―
薬
剤
師
は
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
て
も
患
者
さ

ん
の
信
頼
に
応
え
る
べ
く
尽
力
す
べ
き
で
す
ね
。

山
本
　
適
切
な
情
報
を
入
手
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
力

と
と
も
に
、
そ
れ
を
患
者
さ
ん
や
医
師
に
伝
え
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
薬
剤
師
に
は
必
要
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
前
述
の
Ｎ
ａ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｄ
の
研
修

で
は
、
医
師
に
反
対
・
無
視
さ
れ
た
際
の
説
得
法

を
学
ぶ
ほ
ど
で
、
交
渉
術
も
重
要
で
す
。

　
薬
剤
師
が
、
医
師
や
患
者
さ
ん
か
ら
納
得
を
引

き
出
し
、
「
医
師
が
処
方
を
変
更
す
る
」、
「
患
者

が
服
薬
を
見
直
す
」
と
い
っ
た
行
動
変
容
を
引
き

起
こ
す
こ
と
が
日
本
で
も
当
た
り
前
に
な
る
よ
う

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。PROFILE

やまもと・みちこ
1975年熊本大学薬学部卒業。東京医科歯
科大学大学院博士号取得。京都予防医学セ
ンター、ドイツAlbert Ludwigs大学、国立
医薬品食品衛生研究所、独立行政法人医薬
品医療機器総合機構、鈴鹿医療科学大学薬
学部を経て2013年より現職。医薬品の安
全性評価、情報リテラシー、リスクコミュ
ニケーションの研究に取り組む

編集長対談

【資料】処方された薬剤について情報がほしい場合、有用な情報源はどれか

医師（一般開業医、病院勤務医など）
薬剤師（薬局及び病院薬剤師など）

インターネット上で検索した不特定のHP
お薬手帳

医師や薬剤師からもらうお薬情報書
企業（製薬会社等）のHP

公的機関（PMDA等）のHP
看護師（保健師含む）

当てはまるものはない
わからない

メディア（雑誌やニュース等）
処方薬の情報について探すことはない

その他の医療従事者
その他

57.6 
56.0 

30.6 
24.6 
24.3 

11.8 
9.0 

8.0 
7.6 

3.3 
2.4 

1.9 
0.7 
0.4 

60
（％）（n=1,003、複数回答可 ）

40200

出典：患者向け医薬品情報及び患者向け医薬品ガイドに関するインターネット調査（2016年 ）
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InformationBox

薬剤師が
知っておきたい
情報あれこれ

■常勤医師数の増減（全体） ■所在地別の常勤医師数の増減

■病床規模別の常勤医師数の増減
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❶常勤医師の数は増えているのか

【勤務医不足と地域偏在】
　日本病院会は、会員病院を対象として2015年に行った「地域医
療再生に関するアンケート調査」の結果を５月に公表しました。
　このアンケートは、勤務医の不足と地域偏在の実態などを明らか
にするために行われたものです。回答を見ると、一見、以前よりも
環境が改善したように受け取れる項目もありますが、たとえば地域
別などで詳細に分析していくと、状況には大きな差が生じている事
実が明らかになりました。
　勤務医の不足や地域偏在は、一朝一夕に解決する問題ではありま
せんし、人口減少が本格化するこれからの時代では、むしろ地域差
が拡大するかもしれません。勤務医が足りない地域では、必然的に
多職種協働が必須となり、薬剤師の責務も大きくなるはず。勤務医
の現状を知り、薬剤師の果たすべき役割を再認識していただければ
と思います。

注：四捨五入により各項目の合計が100％とならない場合がある

　2010年４月と比較して常勤医師数が増加した病院は、660病院中361病院の54.7％で過半数に達し、前回調
査（2013年実施。2008年４月との比較）より良い結果となりました。しかし、所在地別に増減状況を分析し
てみると、「増加した」と回答した病院は「指定都市・中核市等」で６割を超えたものの、「郡部・町村」では
３割に満たないなど、常勤医師数の増加は都市部に偏っていることがわかりました。
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　在宅療養の要石と言えば、ケアマネジャー（以下、ケ

アマネ）だろう。恥ずかしながら、利用者（患者）の方

のお宅に出かけるようになるまで、彼らの役割、活躍を

知らなかった。ケアマネさんのプランニング、マネジメ

ントなしには夜も日も明けないご家庭がたくさんある。

彼らは、利用者のニーズを的確に抽出し、数ある事業所

とマッチングさせ、無理のない介護支援の計画を組み立

てるのだ。

＊

　在宅医療に参入した薬局薬剤師に対し、ケアマネさん

の中には、「医師との連携で困っていたので、薬局薬剤

師には橋渡し役になってもらえて、とても助かる！」と

言ってくださる方もいる。その言葉の裏で、本来、薬剤

師が担うべき部分をケアマネさんが行わざるをえなかっ

た現場にも遭遇する。

　たとえば、薬の月間管理、体調の確認、主治医への薬

剤提案（！）、排便コントロールなどは、利用者の方の

QOLに大きくかかわる問題である。「おじいさんの便が

最近緩くて、おばあさんの介護負担が増大しています。

緩下剤の量を調節しても良いですか？」。ご家族から当

然のように出てくるこんな要望を、ケアマネさんが、ご

家族に代わって医師に伝えるシーンが、そこかしこで見

られる。

　医師と利用者の間で取り決められていた看取りについ

てのインフォームド・コンセントをひっくり返し、「苦

しくても生きよう！」と、積極的な治療を施すプランに

変更したケアマネさんもいた。医師に却下される提案も

あるが、私の尊敬するケアマネの方々は、決してめげた

りしない。医師の治療方針が、根本的に利用者のために

なっているのだと理解すれば、「なるほど、わかりまし

た。利用者の方のことを考えてくださってありがとうご

ざいます。これからもよろしくお願いします」と自らの

提案を素直に引っ込めるのだ。

　提案が却下されても、恥ずかしがったりしない。担当

する利用者を親身に思えばこその行動であり、自分が考

えているよりも、もっとすぐれたケアプランを見出せれ

ば、自分のメンツなど気にしない──。そんなふうに働

いているケアマネさんたちの存在を知っている。

＊

　背景が非常に複雑で、介護提供プランが一筋縄ではい

かない利用者のお宅では、スーパーケアマネさんに出会

う。彼らは事業所を移籍する際、利用者も連れて移る。

“かかりつけケアマネジャー”なのだ！彼らの奮闘ぶり

を頻繁に見るにつけ、かかりつけ薬剤師よりパワーがあ

ると感じる。

　利用者の体調に合わせてベッドやマットを変えたり、

入浴サービスを手配したり、その曜日の調節をしたり、

そうこうしているうちに新しい病気が見つかって通院手

配の必要に迫られたり、長く通っていたデイサービスで

利用者がスタッフとけんかをして、「もう、あそこには

行かない！」と言われたり……と、ケアマネさんの心と

身体が休まる日はない。

　それでも、あそこまで力強く踏み込んでいく彼らの原

動力は、「自分が利用者の方の生活を支えているのだ」

という使命感と誇りなのだろうか。在宅ケアチームにと

って、とても大事な熱源となる情熱家たちである。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第19回
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BOOK
『�高齢者のポリファーマシー　�
多剤併用を整理する「知恵」と「コツ」』

編著：秋下 雅弘／発行：南山堂

　高齢化の進む我が国では、複数
の疾患を抱える患者の数が増加し
た結果、ポリファーマシーによる
副作用の発生、薬剤費の増大、残
薬問題が深刻化しており、高齢患
者における薬物療法の考え方と実
践方法を変えていく必要に迫られ
ています。
　そうした状況下で発行された本
書は、月刊誌『薬局』で好評だっ
た高齢者のポリファーマシーに関
する特集の内容を拡充させ、１冊

にまとめたものです。東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座
教授の秋下雅弘氏をはじめ、臨床や研究現場の第一線で活躍する
専門家が執筆陣です。
　本書では、ポリファーマシーの基礎知識や処方整理の進め方の
説明はもちろん、特定の疾患を抱えた高齢患者の処方適正化や、
在宅医療におけるポリファーマシーへのアプローチの方法などに
ついて、具体例を挙げながら実践のコツを紹介しています。医療
従事者が高齢者のポリファーマシーに対する理解を深め、適切な
薬物療法を模索する助けとなるでしょう。

PRODUCT
新発売の抗てんかん薬

　エーザイ株式会社は、抗てんかん薬「フィコンパ錠２mg、同
４mg」（一般名：ペランパネル水和物）の日本国内での発売を開
始しました。
　てんかん治療においては、患者の約３割で既存薬では発作を十
分に抑えられない問題があります。特に、てんかんのタイプのひ
とつである全般てんかんで起きる強直間代発作は、同タイプにお
けるもっとも一般的かつ重篤な発作型で、突然死を招くリスクが
高いとされており、効果的な薬剤が強く望まれていました。

　そうした中、今回発売さ
れた本剤は、グルタミン酸
によるシナプス後AMPA受
容体の活性化を高選択的か
つ非競合的に阻害すること
で神経の過興奮を抑制する
唯一の抗てんかん薬で、海
外ではすでに数10ヵ国で使
用されている実績があります。他の抗てんかん薬では、十分な効
果が認められない患者の強直間代発作などに対する併用療法を効
能・効果としており、新たなてんかん治療の選択肢になると見込
まれます。

CAUTION
C型肝炎治療薬の「使用上の注意」改訂を指示

　厚生労働省は、現在発売されている８種類のC型肝炎治療薬に
ついて、添付文書の「使用上の注意」を改訂するよう各製薬会社
に指示しました。
　同省によると、これらの治療薬を投与した患者のうち、B型肝
炎ウイルス感染の患者または既往感染者において、C型肝炎ウイ
ルス量が低下する一方で、B型肝炎ウイルスが再活性化し、B型
肝炎が悪化した12名のうち１名が死亡したとのことです。いずれ
のケースでも、C型肝炎治療薬との因果関係が否定できないとし
て、医療従事者への注意喚起を目的に「使用上の注意」の改訂指
示にいたりました。
　同省では、これらの治療薬の投与前にB型肝炎ウイルス感染の
有無を確認すること、さらにB型肝炎ウイルス感染の患者または
既往感染者に投与する場合は、B型肝炎ウイルスマーカーのモニ
タリングを行うなどの慎重な対応を促しています。

対象となるC型肝炎治療薬
一般名 製品名

アスナプレビル スンベプラ
シメプレビルナトリウム ソブリアード
テラプレビル テラビック
バニプレビル バニヘップ
オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル ヴィキラックス
ソホスブビル ソバルディ
ダクラタスビル塩酸塩 ダクルインザ
レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル ハーボニー

TOPICS

フィコンパ錠２mg（左）と同４mg（右）
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編集長	 　武田	宏
副編集長	 　山中	修
	 　及川	佐知枝
編集スタッフ	 　福田	洋祐
	 　板橋	世津子
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　
	 　www.pre-ash.co.jp/

編集後記

薬剤適正使用において、薬剤師の果たせ
る役割はもっと大きいはずなのに、日

本の現状は不十分だ。薬剤師が、薬剤ごとに
担当MRに匹敵する情報を持ち、中立的な立
場で効能効果や安全性の情報を医師に提供す
る、さらには、薬局における臨床情報を数値
化して医師と共有するならば、患者がより良
い医療を享受するための一助となれるに違い
ない。今号の取材を通じて出てきたサイエン
ティスト、アカデミック・ディテーリングと
いうキーワードからは、まさに、そうした職
能にこそ、薬剤師の存在意義があるのだと強
く感じた。� （H.T.）

先 日、当社管理栄養士による地域の皆様
向けの「食事・栄養講座」を聴講しま

した。講座の中で、「主食・主菜・副菜クイ
ズ」というコーナーがあり、ビールは何に該
当する？との問いがありました。正解は嗜好
品で、何にも該当しないとのことでした。私
にとっては、毎日欠かさず摂取する主食なん
ですけど。� （K.K.）

あ る大規模病院が、リニューアルにとも
なって院外処方を原則中止した話を耳

にしました。「患者さんの負担軽減、利便性
向上」が目的だそうです。保険薬局には、そ
うした考えを覆すだけのメリットを示す義務
があるのではないでしょうか。� （ほっ）

小 学校の修学旅行以来の日光に出かけて
きました。一時期、観光地としての人

気が下火になったと聞いていたので閑散とし
ているのではと心配していたのですが、とん
でもない！宇都宮から乗った日光線は、外国
人観光客ばかりで大盛況でした。� （フク）

No. ６ （2012年９月）
全国自治体病院協議会長

邉見 公雄

No. ７ （2012年11月）
GRIPSアカデミックフェロー

黒川 清

No.13 （2013年11月）
山梨大学特任教授

岩﨑 甫

No.14 （2014年１月）
先端医療振興財団TRIセンター長

福島 雅典

No.23 （2015年７月）
聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之

No.27（2016年３月）
昭和薬科大学学長

西島 正弘

No.28（2016年５月）
上田薬剤師会顧問

工藤 義房

No.29（2016年７月）
帝京大学副学長

井上 圭三

No.22 （2015年５月）
虎の門病院分院腎センター内科部長

乳原 善文

No.15 （2014年３月）
筑波大学水戸地域医療教育センター教授

徳田 安春

No.21 （2015年３月）
眼科三宅病院理事長

三宅 謙作

No. ５ （2012年７月）
CPC代表理事

内山 充

   22

No. １ （2011年11月）
PMDA理事長

近藤 達也

No. ２ （2012年１月）
東京大学大学院教授

澤田 康文

No. ３ （2012年３月）
弁護士

三輪 亮寿

No. ４ （2012年５月）
全社連理事長

伊藤 雅治

No. ８ （2013年１月）
兵庫医療大学長

松田 暉

No. ９ （2013年３月）
福島県立医科大学理事長兼学長

菊地 臣一

No.10 （2013年５月）
日本プライマリ・ケア連合学会理事長

丸山 泉

No.11 （2013年７月）
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）
国立がん研究センター理事長／総長

堀田 知光

No.26（2016年１月）
日本看護協会会長

坂本 すが

No.25（2015年11月）
クリニック川越院長

川越 厚

No.24（2015年９月）
国際医療福祉大学教授

上島 国利

No.16 （2014年５月）
国立長寿医療研究センター名誉総長

大島 伸一

No.17 （2014年７月）
東京山手メディカルセンター院長

万代 恭嗣

No.20（2015年１月）
東京慈恵会医科大学教授

大木 隆生
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宮地 良樹

No.18（2014年９月）
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	『ターンアップ』担当 宛

［タ－ンアップ］

バックナンバーの
ご紹介
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