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07   

MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

る
の
は
間
違
い
な
い
で
す
ね
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
若
い
世
代
の
人
口
が
減
り
、
患
者

の
高
齢
化
が
進
め
ば
、
医
療
は
も
っ
と
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
80
歳
を
す
ぎ
た
方
が
複
数
の
診
療
所
に
通

院
し
た
り
、
遠
方
の
大
病
院
に
通
う
の
に
は
無
理
が
あ
り
、

必
然
的
に
か
か
り
つ
け
医
を
持
っ
て
、
専
門
医
が
必
要
な
と

き
に
は
紹
介
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
体
制
に
な
る
は
ず
。
そ

う
な
れ
ば
、
か
か
り
つ
け
医
と
保
険
薬
局
の
密
な
関
係
が
で

き
て
、
本
来
あ
る
べ
き
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
が
現
実
味
を

帯
び
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

営
利
と
効
率
を
追
求
し
た
結
果
の
象
徴
が

門
前
薬
局
の
チェー
ン
展
開

　
保
険
薬
局
へ
の
社
会
か
ら
の
バ
ッ
シ
ン
グ
が
激
し
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
保
険
薬
局
だ
け
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
と
い

っ
た
論
調
に
納
得
と
安
堵
を
感
じ
た
の
も
つ
か
の
間
、
「
そ

れ
に
し
て
も
、
多
く
の
保
険
薬
局
は
、
医
療
の
ド
ラ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
変
わ
っ
て
い
く
流
れ
を
無
視
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
」
と
宮
島
氏
は
つ
づ
け
る
。

「
超
高
齢
社
会
に
な
り
医
療
費
が
膨
ら
む
中
、
限
ら
れ
た
医

療
資
源
を
効
率
的
に
活
用
し
、
切
れ
目
の
な
い
医
療
・
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
体
制
を
築
く
目
的
で
、
将
来
の
医
療
需
要
に
応

じ
て
病
床
の
必
要
量
を
推
計
し
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
方

向
性
を
都
道
府
県
が
定
め
て
い
く
『
地
域
医
療
構
想
』
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
病
院
は
、
高
度
急
性
期
、

急
性
期
、
回
復
期
、
慢
性
期
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
機
能

分
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
立
ち
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。

　
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
医
師
の
訪
問
診
療
や
看
護
師
の
訪
問

看
護
、
ヘ
ル
パ
ー
の
訪
問
介
護
を
受
け
な
が
ら
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
最
期
ま
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
『
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
』
が
、
医
療
関
係
者
や
介
護
の
関
係
者
な
ど
の

多
職
種
連
携
に
よ
り
構
築
し
始
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
門
前
薬
局
が
な
ん
の
役
に
立
つ
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
ど
う
見
て
も
、
薬
剤
師
だ
け
が
変
化

す
る
医
療
の
流
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
い
っ
た

い
薬
剤
師
は
ど
こ
を
向
い
て
い
る
の
か
」

　
多
く
の
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
が
見
て
い
る
の
は
処
方
せ
ん

だ
。
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
患
者
の
顔
さ
え
も
見
ず
に
、
処
方

せ
ん
と
薬
の
“
交
換
”
の
み
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。

「
医
療
に
は
非
営
利
と
の
建
前
が
あ
り
、
た
と
え
ば
病
院
な

ら
ば
、
医
療
法
人
が
運
営
し
、
配
当
は
し
な
い
と
い
っ
た
形

態
を
と
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
保
険
薬
局
は
株
式
会

社
に
よ
る
経
営
が
自
由
に
行
え
る
た
め
、
や
は
り
営
利
に
走

り
が
ち
に
な
る
。
配
当
も
出
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
ね
。

営
利
と
効
率
を
追
求
し
た
結
果
の
象
徴
が
、
門
前
薬
局
の
チ

ェ
ー
ン
展
開
で
し
ょ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
、
同
じ
よ
う
な
保
険
薬
局
を

つ
く
れ
ば
、
そ
れ
は
効
率
的
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

当
然
、
地
域
か
ら
は
離
れ
ま
す
よ
ね
。
医
療
や
福
祉
は
地
域

住
民
の
も
の
で
、
地
域
か
ら
の
要
請
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
が
、
今
の
保
険
薬
局
は
、
そ
の
よ
う
な
要
請
に

応
え
る
ど
こ
ろ
か
、
本
来
の
医
療
の
あ
り
よ
う
と
は
乖
離
し

て
い
ま
す
」

　
経
営
形
態
の
違
い
だ
け
の
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
保

険
薬
局
が
医
療
界
で
浮
い
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か

な
よ
う
だ
。

   06

「
か
か
り
つ
け
医
」
が
少
な
い
以
上

「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
は
生
ま
れ
づ
ら
い

「
動
き
が
な
か
っ
た
ら
、
次
は
『
ガ
シ
ャ
ン
』
で
し
ょ
う
」

　
取
材
の
終
盤
で
宮
島
俊
彦
氏
が
発
し
た
言
葉
に
、
思
わ
ず

ド
キ
リ
と
し
た
。
「
ガ
シ
ャ
ン
」
と
さ
れ
る
の
は
調
剤
報
酬

の
こ
と
。
厚
生
労
働
省
の
要
職
を
歴
任
し
て
き
た
人
の
言
葉

は
実
に
リ
ア
ル
で
あ
る
。

　
宮
島
氏
の
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
は
き
わ
め
て
興
味
深

く
、
取
材
時
間
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
す
ぎ
て
い
っ
た
。

　
取
材
の
皮
切
り
の
テ
ー
マ
は
、
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」。

「
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
（
中
医
協
）
で
の
議
論
の
中

で
は
最
初
、
『
か
か
り
つ
け
薬
局
』
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
本
医
師
会
の
委
員
が
、
医
師
の
場
合
は
『
か

か
り
つ
け
診
療
所
』
で
は
な
く
、
『
か
か
り
つ
け
医
』。
『
か

か
り
つ
け
』
と
つ
け
る
か
ら
に
は
、
顔
と
顔
が
つ
な
が
っ
て

い
る
状
況
を
示
す
は
ず
。
『
か
か
り
つ
け
薬
局
』
だ
け
で
は

顔
と
場
所
の
つ
な
が
り
で
不
自
然
で
あ
る
か
ら
『
か
か
り
つ

け
薬
剤
師
』
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
意
見
が
あ
っ
て
、

今
や
そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
た
だ
確
か
に
理
屈
は
わ
か
ら
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
も
そ
も
、
か
か
り
つ
け
医
を
持
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
が
ど

れ
ほ
ど
い
る
の
か
。
日
本
で
は
、
診
療
所
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門

の
診
療
科
を
標
榜
し
、
患
者
さ
ん
は
疾
患
に
よ
っ
て
複
数
の

診
療
所
に
通
っ
て
い
る
の
が
当
た
り
前
。
各
診
療
所
に
は
門

前
薬
局
が
あ
っ
て
、
薬
を
調
剤
し
て
も
ら
う
保
険
薬
局
も
複

数
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
、
ひ
と
つ
の
大
規
模
な
病
院
に
通

院
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
病
院
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
診

療
科
を
ま
わ
り
、
そ
の
門
前
薬
局
で
薬
剤
を
受
け
取
れ
ま
す

が
、
そ
う
し
た
病
院
は
自
宅
か
ら
は
遠
方
に
あ
り
が
ち
で
、

保
険
薬
局
も
身
近
な
存
在
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
か
か
り
つ
け

医
が
い
な
い
状
況
で
は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
は
生
ま
れ
に

く
い
。
薬
剤
師
が
本
来
の
役
割
を
果
た
し
づ
ら
い
環
境
に
あ

【資料】地域包括ケアシステムの姿

出典：厚生労働省資料をもとに作成

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
　　 相談業務やサービスのコー

ディネートを行う

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域（ 具体的には中学校区 ）を単位として想定

通院・入院

通所・
入所

薬剤師・薬局が入っていないことが問題！（宮島氏）

■病院
・急性期、回復期、
　慢性期

■日常の医療
・かかりつけ医
・地域の連携病院

病気になったら…
医療

・自宅
・ サービス付き高

齢者向け住宅等

住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

介護が必要になったら…
介護

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・ 小規模多機能 

型居宅介護
・ 短期入所生活 

介護
・ 24時間対応の

訪問サービス
・ 複合型サービ 

ス
　（ 小規模多機能型 

居宅介護 + 訪問 
看護 ）等

■�施設・居住系
サービス

・ 介護老人福祉
施設

・ 介護老人保健
施設

・ 認知症共同生
活介護

・ 特定施設入所
者生活介護等

■�介護予防サービス

TU.indd   6 2016/12/15   15:48



07   

MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

る
の
は
間
違
い
な
い
で
す
ね
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
若
い
世
代
の
人
口
が
減
り
、
患
者

の
高
齢
化
が
進
め
ば
、
医
療
は
も
っ
と
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
80
歳
を
す
ぎ
た
方
が
複
数
の
診
療
所
に
通

院
し
た
り
、
遠
方
の
大
病
院
に
通
う
の
に
は
無
理
が
あ
り
、

必
然
的
に
か
か
り
つ
け
医
を
持
っ
て
、
専
門
医
が
必
要
な
と

き
に
は
紹
介
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
体
制
に
な
る
は
ず
。
そ

う
な
れ
ば
、
か
か
り
つ
け
医
と
保
険
薬
局
の
密
な
関
係
が
で

き
て
、
本
来
あ
る
べ
き
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
が
現
実
味
を

帯
び
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

営
利
と
効
率
を
追
求
し
た
結
果
の
象
徴
が

門
前
薬
局
の
チェー
ン
展
開

　
保
険
薬
局
へ
の
社
会
か
ら
の
バ
ッ
シ
ン
グ
が
激
し
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
保
険
薬
局
だ
け
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
と
い

っ
た
論
調
に
納
得
と
安
堵
を
感
じ
た
の
も
つ
か
の
間
、
「
そ

れ
に
し
て
も
、
多
く
の
保
険
薬
局
は
、
医
療
の
ド
ラ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
変
わ
っ
て
い
く
流
れ
を
無
視
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
」
と
宮
島
氏
は
つ
づ
け
る
。

「
超
高
齢
社
会
に
な
り
医
療
費
が
膨
ら
む
中
、
限
ら
れ
た
医

療
資
源
を
効
率
的
に
活
用
し
、
切
れ
目
の
な
い
医
療
・
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
体
制
を
築
く
目
的
で
、
将
来
の
医
療
需
要
に
応

じ
て
病
床
の
必
要
量
を
推
計
し
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
方

向
性
を
都
道
府
県
が
定
め
て
い
く
『
地
域
医
療
構
想
』
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
病
院
は
、
高
度
急
性
期
、

急
性
期
、
回
復
期
、
慢
性
期
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
機
能

分
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
立
ち
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。

　
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
医
師
の
訪
問
診
療
や
看
護
師
の
訪
問

看
護
、
ヘ
ル
パ
ー
の
訪
問
介
護
を
受
け
な
が
ら
、
住
み
慣
れ

た
地
域
で
最
期
ま
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
『
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
』
が
、
医
療
関
係
者
や
介
護
の
関
係
者
な
ど
の

多
職
種
連
携
に
よ
り
構
築
し
始
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
門
前
薬
局
が
な
ん
の
役
に
立
つ
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
ど
う
見
て
も
、
薬
剤
師
だ
け
が
変
化

す
る
医
療
の
流
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
い
っ
た

い
薬
剤
師
は
ど
こ
を
向
い
て
い
る
の
か
」

　
多
く
の
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
が
見
て
い
る
の
は
処
方
せ
ん

だ
。
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
患
者
の
顔
さ
え
も
見
ず
に
、
処
方

せ
ん
と
薬
の
“
交
換
”
の
み
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。

「
医
療
に
は
非
営
利
と
の
建
前
が
あ
り
、
た
と
え
ば
病
院
な

ら
ば
、
医
療
法
人
が
運
営
し
、
配
当
は
し
な
い
と
い
っ
た
形

態
を
と
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
保
険
薬
局
は
株
式
会

社
に
よ
る
経
営
が
自
由
に
行
え
る
た
め
、
や
は
り
営
利
に
走

り
が
ち
に
な
る
。
配
当
も
出
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
ね
。

営
利
と
効
率
を
追
求
し
た
結
果
の
象
徴
が
、
門
前
薬
局
の
チ

ェ
ー
ン
展
開
で
し
ょ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
、
同
じ
よ
う
な
保
険
薬
局
を

つ
く
れ
ば
、
そ
れ
は
効
率
的
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

当
然
、
地
域
か
ら
は
離
れ
ま
す
よ
ね
。
医
療
や
福
祉
は
地
域

住
民
の
も
の
で
、
地
域
か
ら
の
要
請
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
が
、
今
の
保
険
薬
局
は
、
そ
の
よ
う
な
要
請
に

応
え
る
ど
こ
ろ
か
、
本
来
の
医
療
の
あ
り
よ
う
と
は
乖
離
し

て
い
ま
す
」

　
経
営
形
態
の
違
い
だ
け
の
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
保

険
薬
局
が
医
療
界
で
浮
い
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か

な
よ
う
だ
。
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「
か
か
り
つ
け
医
」
が
少
な
い
以
上

「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
は
生
ま
れ
づ
ら
い

「
動
き
が
な
か
っ
た
ら
、
次
は
『
ガ
シ
ャ
ン
』
で
し
ょ
う
」

　
取
材
の
終
盤
で
宮
島
俊
彦
氏
が
発
し
た
言
葉
に
、
思
わ
ず

ド
キ
リ
と
し
た
。
「
ガ
シ
ャ
ン
」
と
さ
れ
る
の
は
調
剤
報
酬

の
こ
と
。
厚
生
労
働
省
の
要
職
を
歴
任
し
て
き
た
人
の
言
葉

は
実
に
リ
ア
ル
で
あ
る
。

　
宮
島
氏
の
さ
ま
ざ
ま
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
は
き
わ
め
て
興
味
深

く
、
取
材
時
間
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
す
ぎ
て
い
っ
た
。

　
取
材
の
皮
切
り
の
テ
ー
マ
は
、
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」。

「
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
（
中
医
協
）
で
の
議
論
の
中

で
は
最
初
、
『
か
か
り
つ
け
薬
局
』
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
本
医
師
会
の
委
員
が
、
医
師
の
場
合
は
『
か

か
り
つ
け
診
療
所
』
で
は
な
く
、
『
か
か
り
つ
け
医
』。
『
か

か
り
つ
け
』
と
つ
け
る
か
ら
に
は
、
顔
と
顔
が
つ
な
が
っ
て

い
る
状
況
を
示
す
は
ず
。
『
か
か
り
つ
け
薬
局
』
だ
け
で
は

顔
と
場
所
の
つ
な
が
り
で
不
自
然
で
あ
る
か
ら
『
か
か
り
つ

け
薬
剤
師
』
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
意
見
が
あ
っ
て
、

今
や
そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
た
だ
確
か
に
理
屈
は
わ
か
ら
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
も
そ
も
、
か
か
り
つ
け
医
を
持
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
が
ど

れ
ほ
ど
い
る
の
か
。
日
本
で
は
、
診
療
所
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門

の
診
療
科
を
標
榜
し
、
患
者
さ
ん
は
疾
患
に
よ
っ
て
複
数
の

診
療
所
に
通
っ
て
い
る
の
が
当
た
り
前
。
各
診
療
所
に
は
門

前
薬
局
が
あ
っ
て
、
薬
を
調
剤
し
て
も
ら
う
保
険
薬
局
も
複

数
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
、
ひ
と
つ
の
大
規
模
な
病
院
に
通

院
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
病
院
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
診

療
科
を
ま
わ
り
、
そ
の
門
前
薬
局
で
薬
剤
を
受
け
取
れ
ま
す

が
、
そ
う
し
た
病
院
は
自
宅
か
ら
は
遠
方
に
あ
り
が
ち
で
、

保
険
薬
局
も
身
近
な
存
在
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
か
か
り
つ
け

医
が
い
な
い
状
況
で
は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
は
生
ま
れ
に

く
い
。
薬
剤
師
が
本
来
の
役
割
を
果
た
し
づ
ら
い
環
境
に
あ

【資料】地域包括ケアシステムの姿

出典：厚生労働省資料をもとに作成

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
　　 相談業務やサービスのコー

ディネートを行う

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される
日常生活圏域（ 具体的には中学校区 ）を単位として想定

通院・入院

通所・
入所

薬剤師・薬局が入っていないことが問題！（宮島氏）

■病院
・急性期、回復期、
　慢性期

■日常の医療
・かかりつけ医
・地域の連携病院

病気になったら…
医療

・自宅
・ サービス付き高

齢者向け住宅等

住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

介護が必要になったら…
介護

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・ 小規模多機能 

型居宅介護
・ 短期入所生活 

介護
・ 24時間対応の

訪問サービス
・ 複合型サービ 

ス
　（ 小規模多機能型 

居宅介護 + 訪問 
看護 ）等

■�施設・居住系
サービス

・ 介護老人福祉
施設

・ 介護老人保健
施設

・ 認知症共同生
活介護

・ 特定施設入所
者生活介護等

■�介護予防サービス

TU.indd   7 2016/12/15   15:48
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MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

論
は
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
な
ん
と
な
く
出
そ
う
な
雰

囲
気
は
感
じ
て
い
ま
す
」

　
保
険
薬
局
業
界
が
、
営
利
の
た
め
に
門
前
薬
局
の
枠
組
み

に
執
着
し
つ
づ
け
、
地
域
に
出
て
い
か
な
け
れ
ば
、
あ
る
い

は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬
局
の
創
出
に
舵
を
切
ら
な
け

れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

薬
剤
師
が
や
ら
な
け
れ
ば

別
の
職
種
が
と
っ
て
代
わ
る
だ
け

「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
か
ら
は
、
業
を
煮
や

し
た
の
で
し
ょ
う
、
薬
剤
師
が
在
宅
の
現
場
に
現
れ
ず
、
適

切
な
処
方
提
案
を
し
な
い
な
ら
ば
、
保
険
薬
局
を
通
さ
ず
自

分
た
ち
で
薬
剤
管
理
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
と
の
声
が

あ
が
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
薬
剤
師
は
処
方
ど
お
り
に
薬
を

出
す
だ
け
で
、
服
薬
管
理
は
看
護
師
が
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
薬
剤
師
が
や
ら
な
い
な
ら
ば
、
規

制
緩
和
し
ろ
と
は
当
然
の
主
張
で
す
」

　
社
会
か
ら
の
強
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
け
れ
ば
、
本
来
薬
剤

師
が
担
う
べ
き
業
務
を
他
職
種
が
代
わ
っ
て
行
う
よ
う
に
な

る
可
能
性
は
高
い
。
薬
剤
師
が
動
く
の
か
動
か
な
い
の
か
、

悠
長
に
待
っ
て
い
る
余
裕
は
な
い
の
だ
。

「
そ
う
で
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
２
０
１
６
年
度
の
診

療
・
調
剤
報
酬
改
定
で
は
議
論
が
進
ん
で
い
る
最
中
に
厚
生

労
働
省
が
『
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
』
を
提
示
し
、

こ
ち
ら
の
方
向
に
向
か
っ
て
く
だ
さ
い
と
の
意
味
で
、
調
剤

報
酬
は
下
が
り
ま
し
た
が
、
若
干
の
下
げ
で
甘
い
数
字
で
し

た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
た
動
き
が
な

か
っ
た
ら
、
次
の
２
０
１
８
年
度
改
定
で
は
『
ガ
シ
ャ
ン
』

で
し
ょ
う
。
な
ん
と
い
っ
て
も
財
源
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

私
と
し
て
は
、
保
険
薬
局
・
薬
剤
師
が
、
ど
う
に
か
こ
の
難

局
を
踏
ん
張
っ
て
乗
り
切
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
冒
頭
の
「
ガ
シ
ャ
ン
」
は
、
こ
の
と
き
の
言
葉
で
あ
る
。

行
政
や
医
療
関
係
者
、
市
民
か
ら
頼
り
に
さ
れ
ず
、
見
捨
て

ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
冗
談
で
な
く
、
保
険
薬
局
の
存
続
は

危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
ガ
シ
ャ
ン
」
と
さ
れ
る
前
に
、

保
険
薬
局
・
薬
剤
師
に
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
の
転
換

が
必
要
だ
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。

急
が
ね
ば
─
─
。

PROFILE
みやじま・としひこ
1977年  東京大学教養学部教養学科卒業
 厚生省入省
1989年  山形県生活福祉部社会課長
1998年  厚生省大臣官房組織再編準備室長
2001年  厚生労働省保険局国民健康保険課長
2003年  厚生労働省大臣官房人事課長
2004年  厚生労働省大臣官房会計課長
2005年  厚生労働省大臣官房審議官 

（ 保険・医政担当 ）
2006年  厚生労働省大臣官房総括審議官
2008年 厚生労働省老健局長
2012年 厚生労働省退職
2013年 岡山大学客員教授
2014年 内閣官房社会保障改革担当室長
2016年 同退任
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地
域
薬
局
に
方
向
転
換
で
き
る
か

今
、
ま
さ
に
試
さ
れ
て
い
る

「
先
ほ
ど
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
に
な
る
の
は
難
し
い
と
申

し
上
げ
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
門
前
薬
局
の
薬
剤
師
が
─
─

と
の
意
味
で
、
方
法
は
あ
り
ま
す
。
在
宅
医
療
に
参
加
す
れ

ば
い
い
の
で
す
。
診
療
報
酬
で
は
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理

指
導
と
長
い
名
称
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
私
は
シ
ン
プ
ル
に

在
宅
薬
務
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
行
え
ば
、
顔
と
顔

を
合
わ
せ
る
、
ま
さ
に
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
に
な
れ
ま
す
。

　
今
の
と
こ
ろ
、
在
宅
医
療
を
支
え
て
い
る
の
は
看
護
師
や

介
護
職
の
方
々
で
す
。
彼
ら
は
、
薬
剤
師
の
参
加
に
期
待
し

て
い
ま
す
。
重
複
投
薬
や
副
作
用
の
チ
ェ
ッ
ク
に
は
薬
剤
師

の
力
が
必
須
で
す
し
、
訪
問
看
護
師
の
仕
事
の
３
割
は
薬
剤

管
理
と
の
現
実
も
あ
り
ま
す
。

　
地
域
の
他
の
医
療
関
係
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
働
く
薬
剤
師
が
い
る
保
険
薬
局
に
な
れ
る
か

ど
う
か
、
門
前
薬
局
で
は
な
く
地
域
に
根
ざ
し
た
、
い
わ
ゆ

る
地
域
薬
局
に
方
向
転
換
で
き
る
か
、
今
、
ま
さ
に
試
さ
れ

て
い
る
。
保
険
薬
局
が
浮
い
た
存
在
に
な
ら
ず
、
将
来
必
要

と
さ
れ
る
か
否
か
の
分
岐
点
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　
か
か
り
つ
け
医
が
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
は
前
述
の
と
お

り
だ
が
、
医
師
会
は
、
後
手
に
ま
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
か
か
り
つ
け
医
の
定
義
、
そ
の
機
能
を
も
組
織
決
定
し

て
明
文
化
し
、
会
員
に
将
来
の
方
向
性
を
訴
え
て
い
る
。

　
だ
が
、
薬
剤
師
に
お
い
て
は
、
行
政
に
よ
っ
て
「
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
〜
」
が
策
定
さ
れ
、
患
者
本
位
の
医
薬

分
業
の
実
現
に
向
け
て
、
服
薬
情
報
の
一
元
的
・
継
続
的
把

握
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
薬
学
的
管
理
・
指
導
、
24
時
間
対

応
・
在
宅
対
応
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
な
ど
、
今
後
の
保

険
薬
局
が
進
む
べ
き
道
筋
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

「
自
ら
変
わ
ろ
う
と
の
動
き
が
薬
剤
師
会
に
は
い
っ
さ
い
な

い
の
が
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
な
の

で
し
ょ
う
。
『
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
』
は
、
本
来

は
薬
剤
師
会
が
つ
く
る
べ
き
。
役
所
が
つ
く
る
し
ろ
も
の
じ

ゃ
な
い
」

医
薬
分
業
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
は

決
し
て
ゼ
ロ
で
は
な
い

　
保
険
薬
局
が
地
域
に
出
て
い
か
な
け
れ
ば
、
医
薬
分
業
の

逆
戻
り
も
あ
り
え
る
と
宮
島
氏
は
示
唆
す
る
。

「
調
剤
を
受
け
る
に
あ
た
り
、
利
便
性
の
点
に
限
っ
て
言
え

ば
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
道
路
を
挟
ん
だ
門
前

薬
局
に
行
っ
た
り
、
地
域
に
戻
っ
て
保
険
薬
局
ま
で
行
く
よ

り
、
院
内
で
す
ん
だ
ほ
う
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
支
払

い
額
も
安
い
で
す
し
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
や
機
械
化
が
進
ん

で
お
り
、
院
内
調
剤
で
も
昔
ほ
ど
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
診
療
・
調
剤
報
酬
の
話
で
い
く
と
、
医
薬
分
業
を
否
定
す

れ
ば
、
薬
価
差
と
い
う
構
造
的
財
源
が
ま
た
戻
っ
て
く
る
の

で
、
医
療
機
関
サ
イ
ド
が
医
薬
分
業
で
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
か
と
い
っ
た
議
論
を
大
上
段
か
ら
行
っ
た
な
ら
ば
、

医
薬
分
業
は
ど
う
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
議
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MY OPINION
─明日の薬剤師へ─

論
は
出
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
な
ん
と
な
く
出
そ
う
な
雰

囲
気
は
感
じ
て
い
ま
す
」

　
保
険
薬
局
業
界
が
、
営
利
の
た
め
に
門
前
薬
局
の
枠
組
み

に
執
着
し
つ
づ
け
、
地
域
に
出
て
い
か
な
け
れ
ば
、
あ
る
い

は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬
局
の
創
出
に
舵
を
切
ら
な
け

れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

薬
剤
師
が
や
ら
な
け
れ
ば

別
の
職
種
が
と
っ
て
代
わ
る
だ
け

「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
か
ら
は
、
業
を
煮
や

し
た
の
で
し
ょ
う
、
薬
剤
師
が
在
宅
の
現
場
に
現
れ
ず
、
適

切
な
処
方
提
案
を
し
な
い
な
ら
ば
、
保
険
薬
局
を
通
さ
ず
自

分
た
ち
で
薬
剤
管
理
を
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
と
の
声
が

あ
が
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
薬
剤
師
は
処
方
ど
お
り
に
薬
を

出
す
だ
け
で
、
服
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管
理
は
看
護
師
が
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
薬
剤
師
が
や
ら
な
い
な
ら
ば
、
規

制
緩
和
し
ろ
と
は
当
然
の
主
張
で
す
」

　
社
会
か
ら
の
強
い
ニ
ー
ズ
に
応
え
な
け
れ
ば
、
本
来
薬
剤

師
が
担
う
べ
き
業
務
を
他
職
種
が
代
わ
っ
て
行
う
よ
う
に
な

る
可
能
性
は
高
い
。
薬
剤
師
が
動
く
の
か
動
か
な
い
の
か
、

悠
長
に
待
っ
て
い
る
余
裕
は
な
い
の
だ
。

「
そ
う
で
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
２
０
１
６
年
度
の
診

療
・
調
剤
報
酬
改
定
で
は
議
論
が
進
ん
で
い
る
最
中
に
厚
生

労
働
省
が
『
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
』
を
提
示
し
、

こ
ち
ら
の
方
向
に
向
か
っ
て
く
だ
さ
い
と
の
意
味
で
、
調
剤

報
酬
は
下
が
り
ま
し
た
が
、
若
干
の
下
げ
で
甘
い
数
字
で
し

た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
た
動
き
が
な

か
っ
た
ら
、
次
の
２
０
１
８
年
度
改
定
で
は
『
ガ
シ
ャ
ン
』

で
し
ょ
う
。
な
ん
と
い
っ
て
も
財
源
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

私
と
し
て
は
、
保
険
薬
局
・
薬
剤
師
が
、
ど
う
に
か
こ
の
難

局
を
踏
ん
張
っ
て
乗
り
切
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
冒
頭
の
「
ガ
シ
ャ
ン
」
は
、
こ
の
と
き
の
言
葉
で
あ
る
。

行
政
や
医
療
関
係
者
、
市
民
か
ら
頼
り
に
さ
れ
ず
、
見
捨
て

ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
冗
談
で
な
く
、
保
険
薬
局
の
存
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は

危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
。
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ガ
シ
ャ
ン
」
と
さ
れ
る
前
に
、

保
険
薬
局
・
薬
剤
師
に
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
の
転
換

が
必
要
だ
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。

急
が
ね
ば
─
─
。
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。
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剤
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あ
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。
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ョ
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い
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。
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。
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　「MY OPINION」に登場いただ
いた宮島俊彦氏と取材後に雑談を
している中で、好物をお聞きする
と「へぎ蕎麦」とのこと。厚生労
働省勤務時代に霞が関にある店で
よく食したと言う。宮島氏が通っ
ていた店は残念ながら今は閉店し
てしまったそうだ。へぎ蕎麦を出
す店は東京でも珍しくなくなって
いるように思われるが、「さて、
へぎ蕎麦とはどんなものか？」。
考えてみると、よく知らないこと
に気づいた。

●
　発祥は、新潟県の魚沼地方（小
千谷市、十日町市と北魚沼郡、中
魚沼郡、南魚沼郡の２市３郡の総
称）らしい。
　へぎ蕎麦の名前は、蕎麦を盛る
器の呼び名に由来する。杉などの
板を薄く削いで、四方に縁をつけ
た角盆を「へぎ折敷」と言い、略
して「へぎ」と呼ばれていた。こ
れに盛りつけたので、へぎ蕎麦の
名がついた。あるいは、剥ぎ板で
つくった「片

へ ぎ

木」と称する四角い
器で供されたことから、この名が
ついたなどとされる。
　現代では、店でへぎ蕎麦を注文
すると、一人前の小さなへぎに盛
られて出てくるが、そもそもへぎ
は大きな器で、その昔、冠婚葬祭

では、数人前もの蕎麦が盛られた
へぎがドーンと中央に置かれ、み
んなで食べたそうだ。

●
　へぎに盛られていれば、へぎ蕎
麦というわけではない。もうひと
つ大きな特徴がある。蕎麦のつな
ぎに海藻の「ふのり」を使用して
いるのだ。魚沼地方では、雪深い
長い冬には、農作業ができないの
で、副業として織物をつくってい
た。そのときに使用していたのが
ふのり。これを糸につけると強度
が増して切れにくくなる。魚沼地
方は海から離れていたが、ふのり

は家庭に豊富にあった。そ
うした背景で、いつしか蕎
麦のつなぎにふのりを使う

ようになったと言われている。ふ
のりは、銅鍋で煮ると深い緑色に
変わる。へぎ蕎麦が、鮮やかな緑
色をしているのは、こうした理由
からだ。
　ふのりの威力が発揮されるのは
色だけではない。食感は、練り込
むふのりの量によって変化する。
入れれば入れるほど、蕎麦のコシ
が強くなり、ツルツルでありなが
ら、シコシコともする独特の食感
が現れる。

●
　へぎ蕎麦は別名「手振りそば」
とも呼ばれる。へぎ蕎麦は盛りつ
け方にも特徴があって、蕎麦を一
口程度に丸めて盛りつけるのだが
その過程の洗い水から親指に一口
分のそばをからませて、軽く手を
振って水を切ることを「手振り」
と言うことから、この別名がつい
た。一口程度に丸めて盛りつける
のは、前述のように、へぎ蕎麦は
数人で食べることが多かったため
蕎麦同士がくっついて食べづらく
ならないようにとの配慮からだっ
たようだ。
　薬味には、刻みねぎとともに、
からしが出てくる場合も多い。魚
沼地方では、わさびが採れる場所
がなく、身近ではなかったために
からしを用いていたのだ。しかし
現在は、わさびが広く流通するよ
うになり、入手が容易になったの
で、薬味が「からし」のみ、「わ
さび」のみ、あるいは「両方から
選択可能」というように店により
異なっている。
　へぎ蕎麦が、一般的な日本蕎麦
とこれほど違うとは驚くばかり。
ぜひ近いうちに、独特の味と食感
を楽しみたいと思うのであった。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』の取材で出会った

場所やものをご紹介します。

へぎ蕎麦

へぎ蕎麦。一口程度に丸めた盛りつけが特徴だ。からしをそばに直接塗る食べ方もある
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株式会社フアーマシイ
設立40周年記念祝賀会を開催

『ターンアップ』を発行する株式会社ファーマシィは
日本における医薬分業の先駆けとなる保険薬局として

1976年11月20日に設立され、2016年、40周年を迎えました。
これを記念し、同年10月10日には

「株式会社ファーマシィ設立40周年記念祝賀会」が開催されました。

米国での薬剤師のあり方に
大きな衝撃を受ける

　私が、処方せん調剤業務を取り扱う
保険薬局である当社を設立したきっか
けは、米国の薬剤師の存在感の大きさ
に衝撃を受けたことです。
　1973年12月16日、28歳の誕生日に
ハワイ経由でオレゴン州に向かい、初
めて見た米国の薬剤師は、日本のそれ
とは大きく違って患者さんの健康管理
に深くかかわり、社会から尊敬を受け
ていました。現地で知り合った方には

「米国の薬剤師は、国を代表するよう
な職種と認識されている。日本では違
うのか」と言われ、返す言葉もありま
せんでした。

患者がひとりも来ない
開店休業の日々がつづく

　日本に帰国後、一度は、米国やカナ
ダで薬剤師の仕事を始めようとした時
期もありましたが、夢は叶わず、故郷
の広島県福山市に戻りました。しかし
捨てる神あれば拾う神あり──。「日
本の薬剤師も、米国の薬剤師のような

仕事をすべきだ」との私の考えに共感
してくださった方々のご協力を得て、
1976年、国立福山病院（当時）の前に
当社第１号薬局「国立前調剤薬局」を
設立するにいたりました。
　ところが、薬局を開局したのはいい
ものの、時代は1974年、いわゆる「医
薬分業元年」から、まだ２年しかたっ
ていません。そのころの医薬分業率は
わずか１％。処方せんを持った患者さ
んが１日にひとりも訪れない事実上の

“開店休業”の日々がつづきました。
　けれども幸い、開局から半年ほどた
つと、一部から処方せんが発行される
ようになり、なんとか生き延びること
ができました。

医薬分業制度は
うまく機能しているのか

　さて、それから40年をすぎた今、
医薬分業制度はうまく機能しているで
しょうか。一部からは、「医薬分業は

REPORT

開局当時の国立前調剤薬局
第１号薬局
開局の告知チラシ開局当時の調剤室

株式会社ファーマシィ代表取締役社長
『ターンアップ』編集長

武田 宏
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誰のための仕組みなのか。患者のため
ではなく企業の利益のためなのではな
いか」との厳しいご批判もあります。
保険薬局は、患者さんの自己負担、健
康保険に加えて国税、地方税まで投入
されて経営できる特別な業態です。そ
れゆえ、どの業種よりも社会に対し真
摯に向き合わなければならないにもか
かわらず、中には規模拡大と利益追求
だけに走っている保険薬局があること
も事実です。
　では、当社はどうなのかと自問自答
すると、我々もまた社会から求められ
る保険薬局にまで成長しているとは言
えません。「果たして、こんな状態で
設立40周年を祝っていいのだろうか」
と悩みもしましたが、こうした機会を
こそ生かし、当社の進むべき道をあら
ためて確かめようと考え、本日の祝賀
会開催となった次第です。

意識改革を進めるため
さまざまな研修を導入

　「薬剤師は我が国の社会で必要とさ
れ、社会から尊敬される存在にならな
ければならない。そのためには、薬剤
師自身が意識改革をしなければ」──。
米国での経験以来、私の変わらない考
えを具現化する手段のひとつとして、
当社で行っている研修について少しご
紹介します。
　まず、新入社員においては、入社式
後、高原のホテルで２週間にわたる合
宿研修を行い、社会人、医療人として
の倫理観や考え方を身につけると同時
に、薬剤師の専門教育を受けます。同

研修を終えたあとも、半年ごとに３回
のフォローアップ研修を開催し、さら
なる成長と専門的スキルの修得をめざ
します。
　また、薬局薬剤師の役割が「対物」
から「対人」へとシフトする中、当社
ではいち早くフィジカルアセスメント
や薬物動態に関する研修を導入。
　生涯学習を支援するため、2011年
にはeラーニングシステムを導入し、
今年度からはあわせて自宅学習もでき
る自己研鑽の環境を整えました。
　さらに、管理栄養士と協働して患者
さんの食生活を支援するための研修や
薬剤師の服薬指導のスキルアップのた
めの「３☆（スター）ファーマシスト
研修」、無菌調剤研修など座学では学
べない研修にも注力し、薬剤師の職能
の拡大に努めています。

薬局薬剤師を評価する
医師との連携を強化

　さて、医薬分業率が約70％に達し

た現在、制度を推進する時代はすでに
終わり、その成果が見えないゆえに、
保険薬局に大きな逆風が吹いているの
は前述したとおりです。
　しかし、その一方で、薬剤師、保険
薬局の役割や可能性を高く評価してく
ださる医師の方々が増えてきているの
も確かです。今後、我々は、そうした
医師の皆様と強固な信頼関係を構築し
ともに患者さんを支える保険薬局をめ
ざしていきます。
　当社は、「株式会社ファーマシィ」
の社名が語るとおり、設立から現在ま
で、我が国における保険薬局の先駆け
として歩み、医薬分業の理想形態であ
る、患者さんの健康に資する、かかり
つけ薬剤師・かかりつけ薬局となるこ
とを目標としてきました。これからも
全国で地域に根ざした信頼される保険
薬局になれるよう誠心誠意努力してま
いります。
　引きつづき、皆様の厚いご支援を賜
りますよう、何卒よろしくお願い申し
上げます。

フィジカルアセスメント研修

日本薬局学会における発表

身体障害者や高齢者を疑似体験する研修

祝賀会での記念撮影
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　思いがけず言われる「ありがとう」がある。

　たとえば、ステロイドを使っていて口腔内カンジダの

初期症状が発現し、内服ゲルの処方が始まった終末期の

患者さん。本人は意識状態が悪く、定期使用管理は望め

ず、ご家族の介護力も小さい場合、訪問看護師の方に使

用をお願いすることがある。「○○さんに口腔カンジダ

が出てしまいました。早めに抑えたいので、明日からで

きればゲルを１日４回口の中に塗ってほしい。朝と夕の

点滴のタイミングで、訪問看護師さんの管理で使ってい

ただけますか」。保険点数が取れるわけでもないこんな

依頼にもかかわらず、訪問看護師の方からは、「わかり

ました。ありがとうございます」と返される。

　たとえば、医師の定期診療で新しい内服薬が処方され

て、調剤室で薬をつくろうとしたときに、「この大きさ

の錠剤は、あの患者さんには飲み込みにくいかもしれな

い」と気づき、かなり遅い時間に疑義照会で剤形変更を

提案する。すると、医師は「△△の主訴を軽くするため

の処方だから、同じような効果が期待できる薬であれば

成分も剤形も、患者さんが飲みやすいものに変更してか

まわない。あなたの提案の薬の用法用量でファクスをく

ださい。ありがとう」。

＊

　これらの「ありがとう」はきっと、「患者さんのため

に考えてくれてありがとう。骨を折ってくれてありがと

う」なのだと感じる。患者さんのケアに責任感がなけれ

ば出てこない言葉だ。さて、私たち薬剤師は、その言葉

を普段から発しているだろうか。

　他社の薬局薬剤師と話をした際、これからの薬剤師は

「薬の専門家ではなく、薬の責任者になる必要がある」

と言われた。そのとおりだろう。

＊

　患者さんの枕元で働くようになって、以前の自分と比

較し、その責任は大きくなった。責任と仕事のやり甲斐

は表裏一体のように思う。在宅緩和ケアの担い手になる

薬局薬剤師をたくさん生み出すために、この「責任」、

「やり甲斐」をどう伝えるのが良いのか、ここ何年か悩

みながら働いている。しかし、しばしば私の浅はかな悩

みを軽々と越えて成長する後輩たちの姿に励まされるこ

とがある。

　ある患者さんの急な体調変化で緊急対応があり、翌日

にご家族と緊急カンファを開くことになった。担当薬剤

師は社会人３年目の、在宅業務が初めての若者。緊急カ

ンファの日は彼の定休日だった。私なりのフォローのつ

もりで彼には予定どおり休むように話すと、彼はしばら

く逡巡した後、「やっぱり（カンファに）参加させてく

ださい」と言った。なぜ、とは聞かなかった。でも、う

れしかった。初めて担当した「あなたの」患者さんだも

のね。そう思った。座学では伝えようのない仕事の芯の

部分が、彼にはしっかり伝わっているのを実感した。

　これからの私の仕事は、優秀な彼らがそのすがすがし

いホスピタリティマインドを折ることなく働けるように

個人にかかる負担を減らしつつ、やり甲斐を損なわない

体制を整備することだろう。訪問看護ステーションや在

宅療養支援診療所をお手本に近い将来、「町が病院にな

るとき」、「町が看取り現場になるとき」に向け、永続

性のある「薬の責任者」が活躍する体制をつくりたい。
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三重大学医学部附属病院薬剤部准教授・副薬剤部長

岩本 卓也

構成／『 ターンアップ 』編集長：武田 宏

大学薬剤部の先進的施策は
病院内のみならず
薬局薬剤師にも有用だ

編 集 長 対 談
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　思いがけず言われる「ありがとう」がある。

　たとえば、ステロイドを使っていて口腔内カンジダの

初期症状が発現し、内服ゲルの処方が始まった終末期の

患者さん。本人は意識状態が悪く、定期使用管理は望め

ず、ご家族の介護力も小さい場合、訪問看護師の方に使

用をお願いすることがある。「○○さんに口腔カンジダ

が出てしまいました。早めに抑えたいので、明日からで

きればゲルを１日４回口の中に塗ってほしい。朝と夕の

点滴のタイミングで、訪問看護師さんの管理で使ってい

ただけますか」。保険点数が取れるわけでもないこんな

依頼にもかかわらず、訪問看護師の方からは、「わかり

ました。ありがとうございます」と返される。

　たとえば、医師の定期診療で新しい内服薬が処方され

て、調剤室で薬をつくろうとしたときに、「この大きさ

の錠剤は、あの患者さんには飲み込みにくいかもしれな

い」と気づき、かなり遅い時間に疑義照会で剤形変更を

提案する。すると、医師は「△△の主訴を軽くするため

の処方だから、同じような効果が期待できる薬であれば

成分も剤形も、患者さんが飲みやすいものに変更してか

まわない。あなたの提案の薬の用法用量でファクスをく

ださい。ありがとう」。

＊

　これらの「ありがとう」はきっと、「患者さんのため

に考えてくれてありがとう。骨を折ってくれてありがと

う」なのだと感じる。患者さんのケアに責任感がなけれ

ば出てこない言葉だ。さて、私たち薬剤師は、その言葉

を普段から発しているだろうか。

　他社の薬局薬剤師と話をした際、これからの薬剤師は

「薬の専門家ではなく、薬の責任者になる必要がある」

と言われた。そのとおりだろう。

＊

　患者さんの枕元で働くようになって、以前の自分と比

較し、その責任は大きくなった。責任と仕事のやり甲斐

は表裏一体のように思う。在宅緩和ケアの担い手になる

薬局薬剤師をたくさん生み出すために、この「責任」、

「やり甲斐」をどう伝えるのが良いのか、ここ何年か悩

みながら働いている。しかし、しばしば私の浅はかな悩

みを軽々と越えて成長する後輩たちの姿に励まされるこ

とがある。

　ある患者さんの急な体調変化で緊急対応があり、翌日

にご家族と緊急カンファを開くことになった。担当薬剤

師は社会人３年目の、在宅業務が初めての若者。緊急カ

ンファの日は彼の定休日だった。私なりのフォローのつ

もりで彼には予定どおり休むように話すと、彼はしばら

く逡巡した後、「やっぱり（カンファに）参加させてく

ださい」と言った。なぜ、とは聞かなかった。でも、う

れしかった。初めて担当した「あなたの」患者さんだも

のね。そう思った。座学では伝えようのない仕事の芯の

部分が、彼にはしっかり伝わっているのを実感した。

　これからの私の仕事は、優秀な彼らがそのすがすがし

いホスピタリティマインドを折ることなく働けるように

個人にかかる負担を減らしつつ、やり甲斐を損なわない

体制を整備することだろう。訪問看護ステーションや在

宅療養支援診療所をお手本に近い将来、「町が病院にな

るとき」、「町が看取り現場になるとき」に向け、永続

性のある「薬の責任者」が活躍する体制をつくりたい。
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病
院
の
重
要
な
使
命
の
ひ
と
つ
は

人
材
育
成
と
の
考
え
を
反
映
し
た

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト

─
─
先
生
が
手
が
け
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
、
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

岩
本
　
現
在
の
業
務
は
、
臨
床
研
究
、
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
の
教
育
、
薬
剤
部
全
体
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
が
３
本
柱
で
す
。
臨
床
研
究
で
は
、
現

場
で
働
い
て
い
た
と
き
か
ら
薬
物
間
相
互
作
用
や

副
作
用
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
く

い
ち
ば
ん
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
─
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
。

岩
本
　
た
と
え
ば
、
添
付
文
書
で
禁
忌
と
さ
れ
て

い
な
い
薬
剤
の
組
み
合
わ
せ
で
も
、
薬
物
間
相
互

作
用
の
問
題
は
発
生
し
ま
す
。
実
臨
床
で
は
、
治

験
で
は
想
定
で
き
な
い
別
の
薬
が
併
用
さ
れ
て
い

た
り
、
患
者
さ
ん
の
生
理
機
能
が
低
下
し
て
い
る

た
め
に
そ
う
し
た
事
象
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
発
生
す
る
薬
物
間
相
互
作
用
の
大
き
さ
を
予

測
す
る
の
も
き
わ
め
て
難
題
で
す
。

　
そ
こ
で
今
、
製
薬
企
業
が
開
発
段
階
に
あ
る
薬

の
薬
物
間
相
互
作
用
の
予
測
に
使
う
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
、
実
際
の
臨
床
現
場
で
患
者
さ

ん
の
抱
え
る
疾
患
や
生
理
機
能
の
違
い
な
ど
を
考

慮
し
て
予
測
で
き
る
よ
う
に
改
良
で
き
な
い
か
と

Ｉ
Ｔ
企
業
と
共
同
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

─
─
実
現
す
れ
ば
、
患
者
さ
ん
の
医
療
安
全
向
上

に
大
き
く
寄
与
で
き
ま
す
ね
。

　
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
制
度
で
は
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
策
定
の
責
任
者
と
な
り
奮
闘
中
だ
と
う

か
が
い
ま
し
た
。

岩
本
　
は
い
。
２
年
と
い
う
短
期
間
で
レ
ジ
デ
ン

ト
に
ど
れ
だ
け
の
内
容
を
学
ん
で
も
ら
え
る
か
、

策
定
に
腐
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
レ
ジ
デ
ン
ト
教
育
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
米

国
留
学
で
触
発
さ
れ
ま
し
た
。
米
国
で
は
レ
ジ
デ

ン
ト
制
度
が
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
が
、
米
国
医

療
薬
剤
師
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｈ
）
が
公
開
す
る
病
院
の

格
づ
け
に
お
い
て
も
、
「
教
育
体
制
」
が
主
要
な

評
価
項
目
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

─
─
病
院
を
評
価
す
る
際
、
す
ぐ
れ
た
教
育
体
制

が
整
っ
て
い
る
の
か
も
問
わ
れ
る
の
で
す
ね
。

岩
本
　
そ
う
し
た
米
国
の
状
況
を
見
て
、
た
と
え

ば
、
日
本
で
も
従
来
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
だ
け
で
は
な
く
、

レ
ジ
デ
ン
ト
が
臨
床
現
場
の
業
務
と
薬
物
療
法
、

さ
ら
に
研
究
や
論
文
発
表
の
た
め
に
、
情
報
収
集

や
文
献
検
索
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
機
会
の
提
供
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

─
─
レ
ジ
デ
ン
ト
の
学
ぶ
範
囲
が
非
常
に
広
範
囲

に
わ
た
る
よ
う
に
な
る
と
、
指
導
す
る
側
も
た
い

へ
ん
で
し
ょ
う
。

岩
本
　
医
師
に
講
義
を
お
願
い
し
た
り
、
レ
ジ
デ

ン
ト
向
け
に
薬
物
治
療
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る

と
、
私
も
た
く
さ
ん
予
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

た
い
へ
ん
で
す
（
笑
）。
で
も
、
お
か
げ
で
自
身

の
知
見
が
広
が
り
、
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
に
な
っ
て

い
ま
す
。

保
険
薬
局
が
作
成
し
た

ト
レ
ー
シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
が

医
師
の
行
動
変
容
を
起
こ
す

─
─
貴
院
の
院
外
処
方
率
は
98
％
。
保
険
薬
局
と

の
連
携
が
重
要
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

岩
本
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
そ
こ
で
、
年
２

回
、
病
院
と
保
険
薬
局
の
交
流
の
た
め
、
「
三
重

大
学
医
療
薬
学
研
究
会
」
と
称
す
る
、
主
に
周
辺

の
薬
局
薬
剤
師
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
疑
義
照
会
の
例
を
と
り
上
げ
た
り
、

実
例
を
用
い
て
処
方
意
図
を
解
説
す
る
な
ど
し
て

薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
は
好
評
で
す
。

─
─
日
常
的
な
取
り
組
み
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

岩
本
　
２
０
１
５
年
５
月
か
ら
処
方
せ
ん
を
Ａ
４

サ
イ
ズ
に
拡
大
し
、
検
査
値
の
印
字
を
開
始
し
た

の
で
す
が
、
最
近
、
化
学
療
法
の
レ
ジ
メ
ン
も
追

加
し
て
記
載
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
通
院
で
化
学
療
法
を
受
け
る
が
ん
患
者
は
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
従
来
の
処
方
せ
ん
に
は
便

秘
薬
や
吐
き
気
止
め
の
薬
剤
名
の
み
が
書
か
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
化
学
療
法
に
と
も
な
う
処
方
だ

と
は
保
険
薬
局
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
レ
ジ
メ
ン
の
記
載
に
よ
り
、
薬
局
薬
剤

師
の
方
に
も
、
患
者
さ
ん
が
受
け
て
い
る
治
療
が

見
え
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
外
来
化
学
療

法
部
で
お
薬
手
帳
の
持
参
を
促
し
た
と
こ
ろ
持
参

率
が
非
常
に
高
く
な
り
、
現
在
、
同
部
の
９
割
近

く
の
患
者
さ
ん
の
手
帳
に
化
学
療
法
の
注
射
薬
を

含
む
処
方
内
容
や
注
意
点
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

編集長対談

PROFILE
いわもと・たくや
1996年岐阜薬科大学大学院修士課程修了、三重大学医学部附属病院薬剤部入職。
2005年同院薬剤主任、三重大学大学院医学系研究科博士号取得。2005年11月〜2006
年１月米国ミシシッピー大学薬学部研修留学。2007年より現職。現在、薬剤部の業
務管理、医学科生及びファーマシーレジデントの教育、医療薬学研究に取り組む
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病
院
新
築
時
に
病
棟
な
ど
で

サ
テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
開
設

薬
剤
業
務
を
一
手
に
担
う

─
─
貴
薬
剤
部
は
薬
剤
師
数
が
多
く
、
さ
ら
に
大

学
病
院
ら
し
く
、
臨
床
の
ほ
か
に
教
育
、
研
究
に

も
注
力
し
て
い
る
と
う
か
が
い
ま
し
た
。

岩
本
　
当
院
は
６
８
５
床
の
病
床
を
持
つ
大
学
病

院
で
、
薬
剤
部
は
大
学
院
生
を
含
め
る
と
約
60
名

の
大
所
帯
で
す
。
今
年
度
か
ら
は
、
さ
ら
に
フ
ァ

ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
５
名
を
受
け
入
れ
、
教
育

体
制
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
研
究
面
で
は
、
臨
床

研
究
、
基
礎
研
究
以
外
に
産
学
連
携
も
さ
か
ん
で

す
。
４
年
ほ
ど
前
に
は
イ
タ
リ
ア
製
の
注
射
抗
が

ん
薬
自
動
調
製
装
置
を
県
内
企
業
と
協
力
し
て
日

本
で
初
め
て
導
入
し
、
抗
が
ん
薬
調
製
の
安
全
性

と
効
率
性
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
同
装
置
に
お
け

る
課
題
解
決
や
導
入
効
果
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

─
─
手
が
け
る
業
務
の
幅
広
さ
を
表
す
よ
う
に
、

薬
剤
部
の
部
屋
は
広
い
で
す
ね
。

岩
本
　
実
は
、
薬
剤
部
は
こ
の
１
ヵ
所
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
当
薬
剤
部
が
あ
る
病
棟
・

診
療
棟
は
２
０
１
２
年
に
完
成
し
ま
し
た
が
、
新

築
移
転
を
機
に
、
薬
剤
部
で
は
７
つ
の
病
棟
と
手

術
室
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
ひ
と
つ
ず
つ
の
計
９
ヵ
所
に
サ

テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
新
設
。
11
名
の
病
棟

専
任
薬
剤
師
に
加
え
、
17
名
の
薬
剤
師
が
兼
任
し

て
、
病
棟
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

─
─
サ
テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
設
置
に
よ
っ

て
、
よ
り
機
動
的
な
薬
剤
師
の
病
棟
業
務
が
可
能

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

岩
本
　
し
か
し
、
今
ま
で
な
か
っ
た
施
設
の
設
置

は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
サ
テ
ラ
イ
ト

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
新
設
に
は
、
医
師
の
当
直
室
や

ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ペ
ー
ス
を
削
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
薬
剤
師
の
常
駐
に
よ
り
医
療
安
全

が
向
上
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
示
し
た
り
、
抗
が
ん

薬
の
調
製
を
全
面
的
に
薬
剤
部
が
担
う
よ
う
に
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
な
ど
し
て
、
な
ん
と
か
他
職

種
の
理
解
を
得
た
次
第
で
す
。

─
─
薬
剤
師
の
病
棟
進
出
が
著
し
い
で
す
が
、
か

つ
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
本
　
私
が
入
職
し
た
20
年
ほ
ど
前
は
、
よ
う
や

く
３
つ
の
病
棟
で
薬
剤
師
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た

こ
ろ
。
し
か
も
、
当
時
は
外
来
処
方
の
大
半
が
院

内
処
方
だ
っ
た
た
め
、
外
来
調
剤
を
終
え
た
あ
と

の
午
後
３
時
か
ら
。
当
然
、
病
棟
で
は
医
師
の
処

方
せ
ん
は
す
で
に
発
行
さ
れ
た
あ
と
で
、
調
剤
や

配
薬
が
主
な
業
務
で
し
た
。

　
今
は
病
棟
に
常
駐
し
て
い
る
の
で
薬
剤
師
が
処

方
提
案
に
も
か
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
薬
剤
師

業
務
の
体
系
や
役
割
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

三
重
大
学
医
学
部
附
属
病
院
は
、
三
重
県
唯
一
の
大
学
病
院
か
つ
特
定
機
能
病
院
と
し
て

先
進
医
療
、
高
度
医
療
を
行
う
、
同
県
の
医
療
に
お
け
る
重
要
拠
点
だ
。

そ
う
し
た
役
割
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
薬
剤
部
は
人
員
、
設
備
と
も
に
規
模
が
大
き
い
。

准
教
授
・
副
薬
剤
部
長
の
岩
本
卓
也
氏
に
話
を
聞
く
と
、
研
究
面
で
は
産
学
連
携
な
ど
に
注
力
す
る
一
方
、

臨
床
面
で
は
処
方
せ
ん
へ
の
検
査
値
印
字
を
は
じ
め
と
し
た
、

院
外
の
保
険
薬
局
に
と
っ
て
有
用
な
新
し
い
取
り
組
み
に
も
積
極
的
だ
と
言
う
。
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病
院
の
重
要
な
使
命
の
ひ
と
つ
は

人
材
育
成
と
の
考
え
を
反
映
し
た

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト

─
─
先
生
が
手
が
け
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
、
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

岩
本
　
現
在
の
業
務
は
、
臨
床
研
究
、
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
の
教
育
、
薬
剤
部
全
体
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
が
３
本
柱
で
す
。
臨
床
研
究
で
は
、
現

場
で
働
い
て
い
た
と
き
か
ら
薬
物
間
相
互
作
用
や

副
作
用
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
く

い
ち
ば
ん
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
─
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
。

岩
本
　
た
と
え
ば
、
添
付
文
書
で
禁
忌
と
さ
れ
て

い
な
い
薬
剤
の
組
み
合
わ
せ
で
も
、
薬
物
間
相
互

作
用
の
問
題
は
発
生
し
ま
す
。
実
臨
床
で
は
、
治

験
で
は
想
定
で
き
な
い
別
の
薬
が
併
用
さ
れ
て
い

た
り
、
患
者
さ
ん
の
生
理
機
能
が
低
下
し
て
い
る

た
め
に
そ
う
し
た
事
象
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
発
生
す
る
薬
物
間
相
互
作
用
の
大
き
さ
を
予

測
す
る
の
も
き
わ
め
て
難
題
で
す
。

　
そ
こ
で
今
、
製
薬
企
業
が
開
発
段
階
に
あ
る
薬

の
薬
物
間
相
互
作
用
の
予
測
に
使
う
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
、
実
際
の
臨
床
現
場
で
患
者
さ

ん
の
抱
え
る
疾
患
や
生
理
機
能
の
違
い
な
ど
を
考

慮
し
て
予
測
で
き
る
よ
う
に
改
良
で
き
な
い
か
と

Ｉ
Ｔ
企
業
と
共
同
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

─
─
実
現
す
れ
ば
、
患
者
さ
ん
の
医
療
安
全
向
上

に
大
き
く
寄
与
で
き
ま
す
ね
。

　
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
制
度
で
は
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
策
定
の
責
任
者
と
な
り
奮
闘
中
だ
と
う

か
が
い
ま
し
た
。

岩
本
　
は
い
。
２
年
と
い
う
短
期
間
で
レ
ジ
デ
ン

ト
に
ど
れ
だ
け
の
内
容
を
学
ん
で
も
ら
え
る
か
、

策
定
に
腐
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
レ
ジ
デ
ン
ト
教
育
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
米

国
留
学
で
触
発
さ
れ
ま
し
た
。
米
国
で
は
レ
ジ
デ

ン
ト
制
度
が
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
が
、
米
国
医

療
薬
剤
師
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｈ
）
が
公
開
す
る
病
院
の

格
づ
け
に
お
い
て
も
、
「
教
育
体
制
」
が
主
要
な

評
価
項
目
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

─
─
病
院
を
評
価
す
る
際
、
す
ぐ
れ
た
教
育
体
制

が
整
っ
て
い
る
の
か
も
問
わ
れ
る
の
で
す
ね
。

岩
本
　
そ
う
し
た
米
国
の
状
況
を
見
て
、
た
と
え

ば
、
日
本
で
も
従
来
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
だ
け
で
は
な
く
、

レ
ジ
デ
ン
ト
が
臨
床
現
場
の
業
務
と
薬
物
療
法
、

さ
ら
に
研
究
や
論
文
発
表
の
た
め
に
、
情
報
収
集

や
文
献
検
索
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
機
会
の
提
供
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

─
─
レ
ジ
デ
ン
ト
の
学
ぶ
範
囲
が
非
常
に
広
範
囲

に
わ
た
る
よ
う
に
な
る
と
、
指
導
す
る
側
も
た
い

へ
ん
で
し
ょ
う
。

岩
本
　
医
師
に
講
義
を
お
願
い
し
た
り
、
レ
ジ
デ

ン
ト
向
け
に
薬
物
治
療
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る

と
、
私
も
た
く
さ
ん
予
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

た
い
へ
ん
で
す
（
笑
）。
で
も
、
お
か
げ
で
自
身

の
知
見
が
広
が
り
、
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
に
な
っ
て

い
ま
す
。

保
険
薬
局
が
作
成
し
た

ト
レ
ー
シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
が

医
師
の
行
動
変
容
を
起
こ
す

─
─
貴
院
の
院
外
処
方
率
は
98
％
。
保
険
薬
局
と

の
連
携
が
重
要
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

岩
本
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
そ
こ
で
、
年
２

回
、
病
院
と
保
険
薬
局
の
交
流
の
た
め
、
「
三
重

大
学
医
療
薬
学
研
究
会
」
と
称
す
る
、
主
に
周
辺

の
薬
局
薬
剤
師
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
疑
義
照
会
の
例
を
と
り
上
げ
た
り
、

実
例
を
用
い
て
処
方
意
図
を
解
説
す
る
な
ど
し
て

薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
は
好
評
で
す
。

─
─
日
常
的
な
取
り
組
み
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

岩
本
　
２
０
１
５
年
５
月
か
ら
処
方
せ
ん
を
Ａ
４

サ
イ
ズ
に
拡
大
し
、
検
査
値
の
印
字
を
開
始
し
た

の
で
す
が
、
最
近
、
化
学
療
法
の
レ
ジ
メ
ン
も
追

加
し
て
記
載
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
通
院
で
化
学
療
法
を
受
け
る
が
ん
患
者
は
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
従
来
の
処
方
せ
ん
に
は
便

秘
薬
や
吐
き
気
止
め
の
薬
剤
名
の
み
が
書
か
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
化
学
療
法
に
と
も
な
う
処
方
だ

と
は
保
険
薬
局
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
レ
ジ
メ
ン
の
記
載
に
よ
り
、
薬
局
薬
剤

師
の
方
に
も
、
患
者
さ
ん
が
受
け
て
い
る
治
療
が

見
え
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
外
来
化
学
療

法
部
で
お
薬
手
帳
の
持
参
を
促
し
た
と
こ
ろ
持
参

率
が
非
常
に
高
く
な
り
、
現
在
、
同
部
の
９
割
近

く
の
患
者
さ
ん
の
手
帳
に
化
学
療
法
の
注
射
薬
を

含
む
処
方
内
容
や
注
意
点
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

編集長対談

PROFILE
いわもと・たくや
1996年岐阜薬科大学大学院修士課程修了、三重大学医学部附属病院薬剤部入職。
2005年同院薬剤主任、三重大学大学院医学系研究科博士号取得。2005年11月〜2006
年１月米国ミシシッピー大学薬学部研修留学。2007年より現職。現在、薬剤部の業
務管理、医学科生及びファーマシーレジデントの教育、医療薬学研究に取り組む
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病
院
新
築
時
に
病
棟
な
ど
で

サ
テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
開
設

薬
剤
業
務
を
一
手
に
担
う

─
─
貴
薬
剤
部
は
薬
剤
師
数
が
多
く
、
さ
ら
に
大

学
病
院
ら
し
く
、
臨
床
の
ほ
か
に
教
育
、
研
究
に

も
注
力
し
て
い
る
と
う
か
が
い
ま
し
た
。

岩
本
　
当
院
は
６
８
５
床
の
病
床
を
持
つ
大
学
病

院
で
、
薬
剤
部
は
大
学
院
生
を
含
め
る
と
約
60
名

の
大
所
帯
で
す
。
今
年
度
か
ら
は
、
さ
ら
に
フ
ァ

ー
マ
シ
ー
レ
ジ
デ
ン
ト
５
名
を
受
け
入
れ
、
教
育

体
制
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
研
究
面
で
は
、
臨
床

研
究
、
基
礎
研
究
以
外
に
産
学
連
携
も
さ
か
ん
で

す
。
４
年
ほ
ど
前
に
は
イ
タ
リ
ア
製
の
注
射
抗
が

ん
薬
自
動
調
製
装
置
を
県
内
企
業
と
協
力
し
て
日

本
で
初
め
て
導
入
し
、
抗
が
ん
薬
調
製
の
安
全
性

と
効
率
性
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
同
装
置
に
お
け

る
課
題
解
決
や
導
入
効
果
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

─
─
手
が
け
る
業
務
の
幅
広
さ
を
表
す
よ
う
に
、

薬
剤
部
の
部
屋
は
広
い
で
す
ね
。

岩
本
　
実
は
、
薬
剤
部
は
こ
の
１
ヵ
所
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
当
薬
剤
部
が
あ
る
病
棟
・

診
療
棟
は
２
０
１
２
年
に
完
成
し
ま
し
た
が
、
新

築
移
転
を
機
に
、
薬
剤
部
で
は
７
つ
の
病
棟
と
手

術
室
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
ひ
と
つ
ず
つ
の
計
９
ヵ
所
に
サ

テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
新
設
。
11
名
の
病
棟

専
任
薬
剤
師
に
加
え
、
17
名
の
薬
剤
師
が
兼
任
し

て
、
病
棟
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

─
─
サ
テ
ラ
イ
ト
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
設
置
に
よ
っ

て
、
よ
り
機
動
的
な
薬
剤
師
の
病
棟
業
務
が
可
能

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

岩
本
　
し
か
し
、
今
ま
で
な
か
っ
た
施
設
の
設
置

は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
サ
テ
ラ
イ
ト

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
新
設
に
は
、
医
師
の
当
直
室
や

ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ペ
ー
ス
を
削
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
薬
剤
師
の
常
駐
に
よ
り
医
療
安
全

が
向
上
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
示
し
た
り
、
抗
が
ん

薬
の
調
製
を
全
面
的
に
薬
剤
部
が
担
う
よ
う
に
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
な
ど
し
て
、
な
ん
と
か
他
職

種
の
理
解
を
得
た
次
第
で
す
。

─
─
薬
剤
師
の
病
棟
進
出
が
著
し
い
で
す
が
、
か

つ
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
本
　
私
が
入
職
し
た
20
年
ほ
ど
前
は
、
よ
う
や

く
３
つ
の
病
棟
で
薬
剤
師
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た

こ
ろ
。
し
か
も
、
当
時
は
外
来
処
方
の
大
半
が
院

内
処
方
だ
っ
た
た
め
、
外
来
調
剤
を
終
え
た
あ
と

の
午
後
３
時
か
ら
。
当
然
、
病
棟
で
は
医
師
の
処

方
せ
ん
は
す
で
に
発
行
さ
れ
た
あ
と
で
、
調
剤
や

配
薬
が
主
な
業
務
で
し
た
。

　
今
は
病
棟
に
常
駐
し
て
い
る
の
で
薬
剤
師
が
処

方
提
案
に
も
か
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
薬
剤
師

業
務
の
体
系
や
役
割
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

三
重
大
学
医
学
部
附
属
病
院
は
、
三
重
県
唯
一
の
大
学
病
院
か
つ
特
定
機
能
病
院
と
し
て

先
進
医
療
、
高
度
医
療
を
行
う
、
同
県
の
医
療
に
お
け
る
重
要
拠
点
だ
。

そ
う
し
た
役
割
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
薬
剤
部
は
人
員
、
設
備
と
も
に
規
模
が
大
き
い
。

准
教
授
・
副
薬
剤
部
長
の
岩
本
卓
也
氏
に
話
を
聞
く
と
、
研
究
面
で
は
産
学
連
携
な
ど
に
注
力
す
る
一
方
、

臨
床
面
で
は
処
方
せ
ん
へ
の
検
査
値
印
字
を
は
じ
め
と
し
た
、

院
外
の
保
険
薬
局
に
と
っ
て
有
用
な
新
し
い
取
り
組
み
に
も
積
極
的
だ
と
言
う
。
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─
─
そ
う
し
た
情
報
提
供
は
、
保
険
薬
局
に
と
っ

て
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
そ
し
て
、
薬
局
薬
剤
師

は
「
自
分
が
調
剤
す
る
以
外
の
薬
剤
に
つ
い
て
は

知
ら
な
い
」
で
は
す
ま
な
く
な
り
ま
す
。

岩
本
　
患
者
さ
ん
が
使
用
す
る
す
べ
て
の
薬
剤
に

つ
い
て
包
括
的
に
管
理
す
る
の
が
、
ま
さ
に
、
か

か
り
つ
け
薬
剤
師
の
務
め
。
薬
局
薬
剤
師
の
皆
さ

ん
が
本
来
の
業
務
を
ま
っ
と
う
で
き
る
よ
う
に
、

病
院
側
で
は
積
極
的
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

─
─
ト
レ
ー
シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
も
導
入
し
て
い
る

そ
う
で
す
ね
。

岩
本
　
薬
局
薬
剤
師
の
方
が
、
窓
口
で
患
者
さ
ん

と
接
し
て
い
て
気
づ
い

た
「
疑
義
照
会
と
ま
で

は
い
か
な
い
け
れ
ど
、

医
師
に
知
ら
せ
て
お
こ

う
」
と
い
っ
た
情
報
を

当
薬
剤
部
に
報
告
し
て

い
た
だ
く
ト
レ
ー
シ
ン

グ
レ
ポ
ー
ト
の
仕
組
み

は
、
高
い
効
果
を
上
げ

て
い
ま
す
。

　
当
薬
剤
部
の
調
査
に

よ
る
と
、
ト
レ
ー
シ
ン

グ
レ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て

医
師
が
処
方
を
変
更
し

た
事
例
は
、
約
３
割
に

達
し
て
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
処
方
変
更
に
い

た
ら
な
く
て
も
、
報
告

さ
れ
た
情
報
を
医
師
が
カ
ル
テ
に
記
載
し
た
ケ
ー

ス
も
含
め
れ
ば
、
ト
レ
ー
シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
全
体

の
５
割
近
く
が
医
師
に
行
動
変
容
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
と
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
（【
資
料
】）。

─
─
保
険
薬
局
の
も
た
ら
す
報
告
が
、
医
師
の
行

動
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
て
い
た
と
は
驚
き
で

す
。
薬
局
薬
剤
師
は
、
患
者
さ
ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
、
得
ら
れ
た
情
報
を
医
療

機
関
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
べ
き
だ
と
再
認
識
し

ま
し
た
。

薬
局
薬
剤
師
の
知
見
が

病
院
薬
剤
師
に
も
役
立
つ

両
者
の
交
流
は
大
切
だ

─
─
最
近
、
い
く
つ
か
の
大
規
模
病
院
で
、
院
内

処
方
に
戻
す
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
そ

う
し
た
動
向
を
ど
う
と
ら
え
て
い
ま
す
か
。

岩
本
　
確
か
に
、
現
時
点
で
は
院
内
処
方
の
ほ
う

が
安
全
性
は
高
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
医
薬

分
業
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
病
院
薬
剤
部
に
よ

る
入
院
患
者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
も
、
ま
だ
十
分
と
は

言
い
難
い
の
が
現
状
で
す
。
で
す
か
ら
、
病
院
薬

剤
部
、
保
険
薬
局
で
、
各
々
が
役
割
分
担
を
す
る

の
が
正
し
い
体
制
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
加
え
て
、
今
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で
、
か
か

り
つ
け
薬
剤
師
の
役
割
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
は

国
の
保
険
薬
局
に
対
す
る
期
待
の
大
き
さ
を
表
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
薬
局
薬
剤
師
に
は
、
そ
の

期
待
に
応
え
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

─
─
保
険
薬
局
が
そ
の
本
分
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

し
わ
寄
せ
を
受
け
る
の
は
患
者
さ
ん
で
す
。
薬
局

薬
剤
師
の
職
能
向
上
の
た
め
、
何
か
ア
ド
バ
イ
ス

は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

岩
本
　
副
作
用
を
確
認
す
る
方
法
と
し
て
、
製
薬

会
社
が
提
示
し
て
い
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ラ
ン
（
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
Ｒ

Ｍ
Ｐ
に
は
、
患
者
さ
ん
の
服
薬
時
に
ど
ん
な
症
状

を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
べ
き
か
が
書
か
れ
て
お
り
、

「
こ
の
薬
が
処
方
さ
れ
た
ら
、
こ
の
数
値
を
確
認

す
る
」、
「
服
薬
指
導
時
、
患
者
さ
ん
に
は
こ
の

こ
と
を
説
明
す
る
」
と
い
っ
た
情
報
を
得
る
よ
う

な
使
い
方
が
可
能
で
す
。

─
─
先
ほ
ど
お
聞
き
し
た
、
貴
院
で
実
施
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
薬
薬
間
の
情
報
交
換
も
欠
か
せ
な
い

で
し
ょ
う
。

岩
本
　
薬
薬
間
の
交
流
は
、
病
院
薬
剤
師
に
と
っ

て
も
た
い
へ
ん
有
意
義
で
す
。
た
と
え
ば
近
年
、

肝
炎
治
療
は
画
期
的
な
内
服
薬
の
登
場
に
よ
り
通

院
治
療
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
分
野
に

お
け
る
治
療
薬
の
情
報
は
、
病
院
薬
剤
師
よ
り
、

む
し
ろ
薬
局
薬
剤
師
の
ほ
う
が
豊
富
に
持
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
が
外
来

で
使
用
さ
れ
る
新
薬
の
情
報
を
薬
局
薬
剤
師
か
ら

提
供
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
病
院
薬
剤
師
は
知
見
を

向
上
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

─
─
病
院
薬
剤
師
、
薬
局
薬
剤
師
が
各
々
の
得
意

分
野
を
生
か
し
て
交
流
し
、
双
方
が
大
き
な
メ
リ

ッ
ト
を
享
受
す
る
。
そ
う
し
た
薬
薬
連
携
の
理
想

的
な
姿
を
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

編集長対談

【 資料 】トレーシングレポートが医師に行動変容を起こした割合

10 20 30 40 50 60 70 80 90

トレーシング
レポート枚数

■ 処方変更あり　　■ カルテ記載のみ　　■ 処方変更・カルテ記載ともになし

68 37 112

0 100
（％）

（ 出典：第26回日本医療薬学会年会発表資料 ）
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─
─
そ
う
し
た
情
報
提
供
は
、
保
険
薬
局
に
と
っ

て
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
そ
し
て
、
薬
局
薬
剤
師

は
「
自
分
が
調
剤
す
る
以
外
の
薬
剤
に
つ
い
て
は

知
ら
な
い
」
で
は
す
ま
な
く
な
り
ま
す
。

岩
本
　
患
者
さ
ん
が
使
用
す
る
す
べ
て
の
薬
剤
に

つ
い
て
包
括
的
に
管
理
す
る
の
が
、
ま
さ
に
、
か

か
り
つ
け
薬
剤
師
の
務
め
。
薬
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薬
剤
師
の
皆
さ

ん
が
本
来
の
業
務
を
ま
っ
と
う
で
き
る
よ
う
に
、

病
院
側
で
は
積
極
的
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

─
─
ト
レ
ー
シ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
も
導
入
し
て
い
る

そ
う
で
す
ね
。

岩
本
　
薬
局
薬
剤
師
の
方
が
、
窓
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で
患
者
さ
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と
接
し
て
い
て
気
づ
い

た
「
疑
義
照
会
と
ま
で

は
い
か
な
い
け
れ
ど
、

医
師
に
知
ら
せ
て
お
こ

う
」
と
い
っ
た
情
報
を

当
薬
剤
部
に
報
告
し
て

い
た
だ
く
ト
レ
ー
シ
ン

グ
レ
ポ
ー
ト
の
仕
組
み

は
、
高
い
効
果
を
上
げ

て
い
ま
す
。

　
当
薬
剤
部
の
調
査
に
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と
、
ト
レ
ー
シ
ン

グ
レ
ポ
ー
ト
に
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っ
て

医
師
が
処
方
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更
し
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事
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約
３
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。
さ

ら
に
、
処
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告

さ
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情
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医
師
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カ
ル
テ
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し
た
ケ
ー
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、
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レ
ー
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ン
グ
レ
ポ
ー
ト
全
体

の
５
割
近
く
が
医
師
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行
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し

て
い
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と
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ら
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な
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た
の
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す
（【
資
料
】）。
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近
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は
画
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な
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場
に
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通

院
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が
中
心
と
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め
、
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、
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よ
り
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む
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薬
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の
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と
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ま
す
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の
よ
う
に
、
多
く
が
外
来

で
使
用
さ
れ
る
新
薬
の
情
報
を
薬
局
薬
剤
師
か
ら

提
供
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
病
院
薬
剤
師
は
知
見
を

向
上
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

─
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病
院
薬
剤
師
、
薬
局
薬
剤
師
が
各
々
の
得
意

分
野
を
生
か
し
て
交
流
し
、
双
方
が
大
き
な
メ
リ

ッ
ト
を
享
受
す
る
。
そ
う
し
た
薬
薬
連
携
の
理
想

的
な
姿
を
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

編集長対談

【 資料 】トレーシングレポートが医師に行動変容を起こした割合
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トレーシング
レポート枚数

■ 処方変更あり　　■ カルテ記載のみ　　■ 処方変更・カルテ記載ともになし
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（ 出典：第26回日本医療薬学会年会発表資料 ）
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■高齢者としての年齢定義（全体） ■高齢者としての年齢定義（年齢別）
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❶人は何歳から「高齢者」になるのか

【希望する高齢期の送り方】
　厚生労働省は2016年10月、『平成27年度少子高齢社会等調査

検討事業報告書』を公表しました。

　同調査は、高齢社会に対する意識の傾向を把握するため、40

歳以上の人を対象に、高齢者の就労、健康づくり、地域での支え

合いのあり方などを尋ね、3,000件の回答を得たものです。

　今回は、それらの回答の中から、人々が高齢期において、どの

ようなことを不安に感じているのか、どのような高齢期のすごし

方を望んでいるのかなどについてご紹介します。保険薬局を訪れ

る方が、高齢期に対しどのような意識を持っているのか知るため

の、ひとつの手がかりとしてください。

　そもそも、人は何歳から高齢者になると思うか尋ねたところ、「70歳以上」がもっとも多く、40％以上に達
しました。また、年齢別の回答を見ると、年齢が高いほど定義する年齢が高い傾向にあるとわかります。「年
齢は関係ない」とする回答も一定数存在しており、自らの考えを基準にして、目の前の相手を「高齢者」と決
めてかかることは避けるべきかもしれません。

■  60歳以上

■  65歳以上

■  70歳以上

■  75歳以上

■  80歳以上

■  年齢は関係ない
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■高齢期に生活したい場所（全体） ■希望する場所で暮らすために必要なこと（性別）

■老後の不安（全体） ■老後の不安（年齢別）

健康上の問題

経済上の問題

住まい・生活上の問題

家族や地域とのつながりの問題

生き甲斐の問題

家族による手助け

介護保険のサービス

介護保険以外のサービス・支援

医療機関が身近にある

公園・緑地などの憩いの場

地域の人が気軽に集える施設

交通の便が良い

災害や犯罪などに対する地域での取り組み

近所での助け合いや協力

買い物をする店が近くにある

その他

特にない
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ホームなど
4.4 自宅

（これまで住んでい
た家、子どもの家
への転居を含む）

72.2

特養や
老健施設など

2.5

医療機関
0.6

その他
0.4

わからない
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（％）

❷老後の不安にはどんなものがあるか

❸�
高齢期にはどこで生活したいか

出典：『平成27年度少子高齢社会等調査検討事業報告書』より作成

　老後の不安については、「健康上の問題」が全体でも全年齢別でもトップとなりました。一方、やはり不安
に思う人が多いだろうと予想される「経済上の問題」は、確かに多くの回答があったものの、年齢別でかなり
ばらつきが見られ、若い世代ほど不安が強い傾向にありました。代わりに年齢が高い層では、「生き甲斐の問
題」を挙げる人が多くいました。

　高齢期に生活したい場所については、７割以上が「自宅」と回答しました。また、希望場所で生活するため
に必要な条件を挙げてもらったところ、「医療機関が身近にある」、「介護保険のサービス」、「買い物をする
店が近くにある」が上位３位となり、いずれも女性のほうがそれらを挙げる割合が高い結果となりました。

■  男性

■  女性

■  40~49歳
■  50~59歳
■  60~69歳
■  70~79歳
■  80歳以上
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　同調査は、高齢社会に対する意識の傾向を把握するため、40

歳以上の人を対象に、高齢者の就労、健康づくり、地域での支え

合いのあり方などを尋ね、3,000件の回答を得たものです。

　今回は、それらの回答の中から、人々が高齢期において、どの

ようなことを不安に感じているのか、どのような高齢期のすごし

方を望んでいるのかなどについてご紹介します。保険薬局を訪れ

る方が、高齢期に対しどのような意識を持っているのか知るため

の、ひとつの手がかりとしてください。

　そもそも、人は何歳から高齢者になると思うか尋ねたところ、「70歳以上」がもっとも多く、40％以上に達
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■  60歳以上

■  65歳以上

■  70歳以上

■  75歳以上

■  80歳以上

■  年齢は関係ない
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■高齢期に生活したい場所（全体） ■希望する場所で暮らすために必要なこと（性別）
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高齢期にはどこで生活したいか

出典：『平成27年度少子高齢社会等調査検討事業報告書』より作成
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■  80歳以上
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編集後記

「医薬分業が否定される可能性は決してゼロではない」。宮島
俊彦先生のお話に出てきたフレーズだ。医薬分業が推し進

められてきた中、調剤に特化しつづけたつけがまわってきたと言
わざるをえない。地域包括ケアにおいて、保険薬局としての役割
が何かを自ら考え、自発的に方向転換できなければ、いよいよこ
の業態が否定されるのではないか。一方、院内における薬剤師の
取り組みは、病院薬剤師の必要性を大きくしていると岩本卓也先
生のお話からうかがい知ることができた。次は保険薬局（薬局薬
剤師）の番だ。あとはもうないと考えるべき時期に差しかかって
いるだろう。� （H.T.）

弊 誌を創刊して６度目の新年です。2017年が読者の皆様に
とりまして、良い年となりますことを心からご祈念いたし

ます。また、少しでも薬剤師の皆様のお役に立てる誌面づくりに
努めてまいりますので、引きつづきご支援を賜りますようよろし
くお願いいたします。� （K.K）

前 号で、５周年を迎える本誌に寄せていただいたメッセージ
を掲載しましたが、宮坂勝之先生からもお言葉を頂戴した

ので、ご紹介させてください。「この５年間、『ターンアップ』
は『薬局薬剤師の殻を破りたい。』という薬剤師で編集長の強い
意志を同業の反発を恐れずに勇気を持って主張しつづけてきた。
私もそのひとりであるが、誌面に登場した医師たちに薬剤師の臨
床能力の向上を訴える場を与えてくれてきたことに感謝したい。
多忙な編集長を支え、読みやすい誌面構築を編み出してきた編集
スタッフの存在も大きい。明らかに主張は響き変化の兆しは見え
ている」（聖路加国際大学／宮坂勝之）� （ほっ）

基 幹病院で診療を受けた後、門前ではなく、自宅そばの保険
薬局で調剤を受けました。とても話し上手な薬剤師の方が

いらっしゃって、あれやこれやと話を聞き出されてしまい、これ
も薬剤師のスキルなのだなと心底、納得しました。� （フク）
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東京山手メディカルセンター院長

万代 恭嗣

No. ５ （2012年７月）
CPC代表理事

内山 充
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宮地 良樹

No.18（2014年９月）
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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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