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『ターンアップ』
季刊化のご案内

平素は『ターンアップ』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

さて、これまで弊誌は年間６回（隔月刊）発行してまいりましたが、

第37号（2017年11月１日発行）より季刊化し、

年間４回の発行とさせていただくこととなりました。

第37号以降の発行は３ヵ月ごととなり、

第38号（2018年２月１日発行）、第39号（2018年５月１日発行）、

第40号（2018年８月１日発行）の発行予定となっております。

発行回数は減りますが、内容はますます充実させていく予定でおります。

今後とも薬剤師の方々に役立つ情報をお届けすべく

誌面づくりに尽力してまいりますので、

引きつづきご愛読賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

『ターンアップ』編集部
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薬局薬剤師の皆さん、
認知症患者とその予備軍の
情報をお待ちしています。
医療法人社団弥生会旭神経内科リハビリテーション病院院長

旭 俊臣
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薬
物
療
法
と
リ
ハ
ビ
リ
の
併
用
で

進
行
を
緩
や
か
に
で
き
る
場
合
も

　

認
知
症
の
患
者
に
は
と
に
か
く
薬
物
療
法
。
そ
う
思
っ
て

い
る
薬
剤
師
の
読
者
の
方
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
間
違
い
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
実
は
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
（
以
下
、
リ
ハ
ビ
リ
）
を
併
用
す
れ
ば
、
完
治
は

無
理
だ
が
、
症
状
の
進
行
を
長
く
緩
や
か
に
さ
せ
ら
れ
る
可

能
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
認
知
症
の
人
と
家
族
か
ら
学
ん
だ
30
年
を
振
り
返
っ

て
』。
２
０
１
６
年
、
医
療
法
人
社
団
弥
生
会
旭
神
経
内
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
（
以
下
、
旭
神
経
内
科
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
）
院
長
の
旭
俊
臣
氏
が
第
25
回
若
月
賞

を
受
賞
し
た
と
き
の
受
賞
講
演
の
タ
イ
ト
ル
だ
。
同
賞
は
、

長
野
県
の
佐
久
の
地
に
あ
っ
て
「
農
民
と
と
も
に
生
き
、
農

民
の
健
康
を
守
る
」
活
動
に
終
始
し
て
き
た
故
・
若
月
俊
一

氏
に
敬
意
を
表
し
、
農
村
医
学
だ
け
で
な
く
、
広
く
保
健
、

医
療
、
福
祉
な
ど
の
分
野
で
功
績
を
残
し
た
人
物
に
贈
ら
れ

る
も
の
。
旭
氏
は
、
長
年
、
認
知
症
患
者
の
診
療
に
か
か
わ

る
中
で
、
認
知
症
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
の
効
果
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
薬
物
治
療
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
前
述
し
た
よ
う
に
リ
ハ
ビ
リ
と
の
併
用
で
症
状
の
進
行

を
緩
や
か
に
さ
せ
ら
れ
る
と
す
る
研
究
を
発
表
し
た
。
最
近

に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
「
認
知
症
リ
ハ
ビ
リ
」
と
い
う
言
葉

が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
日
本
で
そ
れ
が
広
ま
り
、

今
や
診
療
報
酬
の
保
険
点
数
も
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

旭
氏
あ
っ
て
の
こ
と
。
栄
誉
あ
る
若
月
賞
の
受
賞
も
当
然
だ

ろ
う
。

「
私
は
１
９
８
３
年
、
千
葉
県
松
戸
市
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
科
と
神
経
内
科
疾
患
の
診
療
所
を
開
院
し
て
、
認
知
症

患
者
の
診
療
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
、
認

知
症
の
症
状
を
改
善
す
る
方
法
が
見
つ
か
ら
ず
悩
ん
で
い
ま

し
た
が
、
デ
イ
ケ
ア
を
開
設
し
た
と
こ
ろ
、
利
用
し
て
い
る

認
知
症
患
者
の
ご
家
族
か
ら
、
表
情
が
変
わ
り
日
常
生
活
動

作
が
改
善
さ
れ
て
き
た
と
の
お
話
を
聞
い
た
の
で
す
。
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
老
人
保
健
施
設
（
現
・
介
護
老
人
保

健
施
設
）
開
設
後
は
入
所
中
の
認
知
症
の
方
に
対
す
る
デ
イ

ケ
ア
、
病
院
開
設
後
は
入
院
デ
イ
ケ
ア
に
も
取
り
組
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
デ
イ
ケ
ア
の
経
験
を
積
み
重
ね
て
、
認
知
症
リ

ハ
ビ
リ
も
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
」

　

こ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
素
朴
な
疑
問
が
湧
い
て
き
て
し

ま
っ
た
。
さ
て
、
認
知
症
リ
ハ
ビ
リ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん

構成／武田 宏
取材・文／及川 佐知枝

撮影／林 渓泉
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な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
認
知
症
リ
ハ
ビ
リ
に
関
し
て
、
現
在
、
統
一
し
た
定
義
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
心
理
面
と
身
体
機
能
に
障
害
の
あ

る
認
知
症
の
方
に
対
し
て
神
経
心
理
療
法
、
理
学
療
法
、
作

業
療
法
、
言
語
療
法
、
摂
食
嚥
下
療
法
を
複
合
的
に
と
り
入

れ
て
行
う
療
法
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は

昔
の
記
憶
を
語
っ
て
い
た
だ
く
回
想
法
や
音
楽
を
聞
い
て
意

欲
や
感
情
の
向
上
を
図
る
音
楽
療
法
で
す
（【
資
料
】）」

患
者
と
の
会
話
か
ら
わ
か
る

服
用
の
実
態
の
情
報
提
供
を

　

認
知
症
の
進
行
を
緩
や
か
に
す
る
に
は
、
薬
物
療
法
と
リ

ハ
ビ
リ
と
の
併
用
が
効
果
的
。
し
た
が
っ
て
薬
物
療
法
の
鍵

を
握
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
薬
局
薬
剤
師
に
、
旭
氏

が
望
む
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

「
当
た
り
前
で
す
が
、
認
知
症
の
場
合
に
は
、
き
ち
ん
と
し

た
薬
の
服
用
が
難
し
い
。
で
す
か
ら
、
薬
を
渡
す
だ
け
で
な

く
、
患
者
さ
ん
と
の
会
話
か
ら
服
用
が
で
き
て
い
る
か
、
ぜ

ひ
、
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
で
き
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る

と
き
に
は
医
師
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
け
る
と
助

か
り
ま
す
。

　

認
知
症
の
周
辺
症
状
に
使
用
さ
れ
る
薬
物
は
副
作
用
が
強

い
も
の
が
多
く
、
昼
間
の
眠
気
が
強
く
な
っ
た
り
足
が
ふ
ら

つ
く
よ
う
に
な
る
な
ど
の
症
状
が
出
て
き
て
、
か
え
っ
て
認

知
症
が
悪
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
薬
剤
師
か
ら
情
報

を
い
た
だ
け
れ
ば
、
患
者
さ
ん
に
ご
家
族
が
い
る
場
合
に
は

注
意
を
促
し
ま
す
し
、
独
居
の
方
に
は
『
飲
み
す
ぎ
る
』
ま

た
は
『
飲
み
忘
れ
る
』
を
前
提
に
薬
の
調
整
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

薬
の
調
整
だ
け
で
症
状
が
改
善
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く

な
く
、
提
供
さ
れ
る
情
報
は
と
て
も
重
要
で
す
」

糖
尿
病
患
者
が
認
知
症
に
な
る

リ
ス
ク
は
正
常
者
の
約
２
倍
に

　

超
高
齢
社
会
を
迎
え
、
複
数
の
疾
患
に
罹
患
す
る
患
者
の

増
加
に
と
も
な
う
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に
よ
る
副
作
用
な
ど

を
事
前
に
防
ぐ
た
め
に
も
薬
局
薬
剤
師
の
関
与
を
求
め
る
社

会
か
ら
の
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
認
知
症
患
者
は

身
体
的
合
併
症
を
持
っ
て
い
る
確
率
が
高
い
た
め
、
旭
氏
は

薬
局
薬
剤
師
の
知
識
は
重
要
だ
と
話
す
。

「
今
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
糖
尿
病
性
認
知
症
で
す
。
昨

今
の
研
究
で
糖
尿
病
患
者
が
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
や

血
管
性
認
知
症
に
な
る
リ
ス
ク
は
正
常
者
の
２
倍
く
ら
い
だ

［Ⅰ］	 神経心理療法

	 （１）	 現実見当識（RO）
	 	 現実見当識を直して、活動性の向上

	 （２）	 回想法
	 	 長期記憶を回想して、心理的安定を図る

	 （３）	 音楽療法
	 	 音楽を介して意欲・感情の向上を図る

	 （４）	 通所リハビリテーション

	 （５）	 入院デイケア

	 （６）	 その他
	 	 	絵画、園芸、ペット、レクレーション、	

アロマテラピー、囲碁、将棋

［Ⅱ］	 理学療法、作業療法、言語療法、摂食嚥下療法

【資料】認知症リハビリテーション



07   

CMYK  2031863_ターンアップ　第35号_ 

1

校 

2

校 

3

校 

4

校 _兵江<P07>　

と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
高
血
圧
や
脂
質
異
常
症
な
ど
の
生

活
習
慣
病
も
認
知
症
の
発
症
を
促
進
す
る
重
要
な
因
子
で
あ

る
と
明
ら
か
に
な
り
始
め
て
い
ま
す
。
当
院
で
も
糖
尿
病
を

合
併
し
て
い
る
認
知
症
患
者
が
増
え
て
き
て
お
り
、
数
種
類

の
薬
を
服
用
し
て
い
ま
す
。
種
類
が
少
な
け
れ
ば
わ
か
り
や

す
い
の
で
す
が
、
患
者
さ
ん
に
よ
っ
て
服
用
し
て
い
る
薬
の

種
類
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
を
使
っ
て

い
る
方
も
い
ま
す
か
ら
、
服
用
し
て
い
る
薬
の
名
前
を
聞
い

て
も
相
互
作
用
や
副
作
用
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
薬
の
飲
み
合
わ
せ
に
関
し
て
我
々
医
師

に
疑
義
照
会
を
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に

は
副
作
用
や
相
互
作
用
な
ど
に
つ
い
て
も
医
師
や
家
族
に
対

し
て
詳
細
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
」

　

医
師
に
疑
義
照
会
を
す
る
だ
け
で
も
気
が
引
け
る
薬
剤
師

も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
複
数
の
疾
患
を
抱
え
る

高
齢
者
は
ま
す
ま
す
増
え
る
、
出
さ
れ
る
薬
の
種
類
は
ど
ん

ど
ん
増
え
る
、
新
薬
も
開
発
さ
れ
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
も
次
々

に
発
売
さ
れ
る
現
状
で
、
「
も
う
薬
の
管
理
は
医
師
や
家
族

に
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
薬
の
こ
と
は
、
薬
の
専
門
家
で

あ
る
薬
剤
師
に
協
力
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
の
が
医
師

の
本
音
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

薬
局
は
、
認
知
症
の

早
期
発
見
の
窓
口
に
な
れ
る

　

旭
氏
は
薬
局
が
認
知
症
に
お
い
て
果
た
せ
る
役
割
の
可
能

性
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
別
の
視
点
か
ら
話
し
て
く
れ
た
。

そ
れ
は
、
早
期
発
見
の
窓
口
で
あ
る
。

「
認
知
症
患
者
が
１
０
０
０
万
人
時
代
と
言
わ
れ
て
い
る
現

在
、
国
が
推
し
進
め
て
い
る
の
は
、
認
知
症
の
早
期
診
断
と

治
療
。
い
わ
ゆ
る
軽
度
認
知
障
害
者
を
早
期
発
見
し
ケ
ア
す

る
こ
と
で
す
。
正
常
者
と
認
知
症
の
中
間
に
は
、
軽
度
認
知

障
害
と
称
す
る
段
階
が
あ
り
、
認
知
機
能
に
問
題
が
生
じ
て

は
い
る
も
の
の
日
常
生
活
に
は
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

だ
け
に
軽
度
認
知
障
害
者
の
発
見
は
き
わ
め
て
難
し
い
の
で

す
が
、
重
要
な
こ
と
で
す
。
地
域
の
高
齢
者
の
３
％
ぐ
ら
い

に
軽
度
認
知
障
害
が
あ
り
、
そ
の
方
々
を
放
置
し
て
い
た
ら

４
年
以
内
に
約
50
％
が
認
知
症
を
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
適
切
な
予
防
を
行
え
ば
症
状
が
回
復
し
た
り
、
発

症
が
遅
延
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
国
は
、

が
ん
と
同
様
に
認
知
症
予
備
軍
を
早
期
に
発
見
し
て
予
防
的

対
策
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
早
期
発

見
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
高
齢
に
な
れ
ば
物
忘
れ
は
特
別
な

こ
と
で
は
な
い
の
で
、
な
か
な
か
こ
れ
と
い
っ
た
施
策
を
打

ち
出
せ
ず
模
索
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
私
は
薬

局
が
軽
度
認
知
障
害
者
の
発
見
窓
口
に
な
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

ど
う
す
れ
ば
、
薬
局
薬
剤
師
が
軽
度
認
知
障
害
者
の
早
期

発
見
に
貢
献
で
き
る
の
か
旭
氏
は
つ
づ
け
る
。

「
認
知
機
能
に
問
題
が
あ
る
方
は
、
薬
剤
管
理
が
苦
手
で
す
。

薬
を
き
ち
ん
と
飲
め
て
い
な
い
よ
う
だ
、
薬
が
ま
だ
十
分
に

あ
る
は
ず
な
の
に
薬
を
取
り
に
来
る
─
─
そ
ん
な
患
者
さ
ん

が
い
た
ら
、
医
師
へ
の
受
診
を
す
す
め
て
み
て
は
い
た
だ
け

な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

厚
生
労
働
省
は
２
０
１
３
年
、
認
知
症
と
そ
の
予
備
軍
と

さ
れ
る
軽
度
認
知
障
害
者
は
約
８
６
０
万
人
存
在
す
る
と
発

表
し
て
い
る
。
65
歳
以
上
の
４
人
に
ひ
と
り
が
該
当
す
る
と

い
っ
た
数
字
だ
。
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
軽
度
認
知
障
害
者

を
発
見
す
る
の
に
薬
局
が
適
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
旭
氏
の
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発
言
は
的
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

　

松
戸
市
で
は
、
早
く
も
２
０
１
６
年
に
軽
度
認
知
障
害
者

に
治
療
や
予
防
を
行
う
認
知
症
予
防
教
室
を
２
ヵ
所
開
設
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
ま
だ
充
実
し
た
数
と
は
言
え
な

い
が
、
認
知
症
予
防
教
室
を
稼
働
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
は
認

知
症
予
備
軍
の
発
見
が
先
決
だ
。

「
前
述
し
た
よ
う
に
軽
度
認
知
障
害
者
は
決
し
て
珍
し
く
な

く
、
放
置
す
れ
ば
高
い
確
率
で
認
知
症
を
発
症
し
ま
す
。

　

軽
度
認
知
障
害
者
は
認
知
症
予
防
教
室
な
ど
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
る
と
改
善
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に

薬
剤
師
が
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
認
知

症
の
治
療
や
ケ
ア
も
ず
い
ぶ
ん
良
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
ま
す
」

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
が

住
み
や
す
い
町
づ
く
り
を
め
ざ
し
て

　

多
く
の
認
知
症
患
者
は
、
普
通
の
高
齢
者
と
同
様
、
住
み

つ
づ
け
て
き
た
自
宅
で
、
で
き
る
だ
け
長
く
住
み
た
い
と
の

希
望
が
あ
る
。
そ
こ
で
旭
神
経
内
科
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

病
院
で
は
、
認
知
症
患
者
の
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
町
づ
く

り
、
つ
ま
り
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
住
み
や
す
い
町
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

具
体
的
に
は
（
１
）
認
知
症
、
寝
た
き
り
、
引
き
こ
も
り

高
齢
者
の
早
期
発
見
の
た
め
の
市
民
講
座
の
開
催
、
（
２
）

高
齢
者
支
援
相
談
員
の
育
成
、
（
３
）
認
知
症
、
寝
た
き
り
、

引
き
こ
も
り
高
齢
者
に
対
す
る
事
例
検
討
会
な
ど
を
開
催
し

て
地
域
の
高
齢
者
へ
の
支
援
活
動
へ
つ
な
げ
る
な
ど
だ
。

　

そ
し
て
旭
氏
は
、
す
で
に
次
の
段
階
の
町
づ
く
り
に
つ
い

て
構
想
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
と
い
う
。

「
こ
れ
ま
で
私
は
、
認
知
症
の
高
齢
者
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
施
策
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
一
方
で
64
歳
以
下

の
若
年
性
認
知
症
や
小
中
学
生
の
不
登
校
、
引
き
こ
も
り
の

相
談
に
も
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
子
ど
も

か
ら
高
齢
者
ま
で
が
住
み
や
す
い
町
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
活

動
を
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　
「
今
後
、
先
生
が
め
ざ
す
町
づ
く
り
の
構
想
の
中
で
も
、

大
き
な
役
割
を
果
た
す
存
在
と
し
て
薬
剤
師
は
入
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
と
、
旭
氏
は
「
も
ち
ろ
ん
で
す
」

と
言
う
よ
う
に
大
き
く
う
な
ず
い
て
く
れ
た
。

PROFILE
あさひ・としおみ
1973年	 千葉大学医学部卒業
	 銚子市立病院精神科
1976年	 松戸市立病院神経内科
1983年	 旭神経内科院長
1986年	 旭神経内科病院院長
1990年	 	老人保健施設栗ヶ沢デイホーム施設長
1993年	 	厚生省「痴呆性老人の日常生活自立度判定基

準」作成委員会委員
1995年	 	厚生省「痴呆性老人の日常生活自立度判定基

準の活用に関する研究」研究委員
2003年	 	千葉県東葛北部地域リハビリテーション支援

センター長
2004年	 	旭神経内科リハビリテーション病院院長
2013年	 	千葉県認知症疾患医療センター長
2014年	 	2014年度日本認知症ケア学会・読売認知症

ケア賞受賞
2016年	 第25回若月賞受賞
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　今号の『MY OPINION』にご
登場いただいた旭俊臣氏は、生ま
れが四国で、高校卒業まで愛媛県
松山市に住んでいたため、医学生
になって上京してからもずっと、
愛媛県のお隣、香川県の名産であ
る讃岐うどんの味が忘れられずに
いるという。
　その讃岐うどん、嘘か真かは定
かでないが、空海が唐の都・長安
に滞在していた際につくり方の技
法を習得し、帰国後、讃岐国で普
及させたとの説がある。いずれに
せよ、かなり歴史のある食べもの
であることは確かなようだ。

●
　ところで、何をもってして讃岐
うどんと称するのか、調べてみる
と興味深いことがわかった。讃岐
うどんを甘く見てはいけない。実
は、５つの細かい基準があったの
である。（１）香川県内で製造さ
れたもの、（２）加水量40％以上、

（３）加塩量３％以上、（４）熟成
時間２時間以上、（５）15分以内
でゆであがるもの。全国生麺類公
正取引協議会によれば、「この５
項目をもって名産、本場讃岐うど
んとする」という。
　さらに、塩加減にも季節によっ

て厳密な決まりがあると知って、
驚いた。「土

ど

三
さ ん

寒
か ん

六
ろ く

常
じょう

五
ご

杯
は い

」と言
って、夏の土用のころには塩１に
対して水３、寒のころ、つまり冬
には水６、春と秋には水５の割合
で塩水をつくり、小麦粉に混ぜる
のが正当な塩加減というわけだ。
　麺ができるまでには、また、一
工夫。「足踏み」と呼ばれる作業
が入る。前述のように、季節に即
してつくった塩水と小麦粉を手で

こね、団子状に丸めた後、ゴザや
ビニールをかぶせて、両足で踏み
つづける。この「足踏み」を数回
繰り返すことにより、生地に独自
の適度な粘りと弾力が生まれるの
だ。その後、麺棒で薄く伸ばし、
包丁で細く切って麺のできあがり
となる。
　正直、ごく身近に感じていた讃
岐うどんが、こんなに奥深いもの
だとは知らなかった。これだけの
こだわりのもとにできているのだ
から、おいしくないわけがない。
旭氏が「忘れられない味」と言う
のもうなずける。

●
　ここでちょっとした豆知識をご
披露しよう。さすが「うどん県」
ということで、高松空港内にある

「空の駅かがわ」には、蛇口をひ
ねると、いりこをベースにした素
朴な味わいのうどんのだし汁が出
る蛇口がある。備えつけのコップ
で試飲ができるそうだ。もし同空
港を利用する機会があれば、立ち
寄ってはいかがだろうか。
　なお、本コーナーでは、讃岐う
どんのさまざまなメニューのうち
の、ほんの一部を写真で紹介させ
ていただいた。

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。

讃岐うどん

「ぶっかけ」。ゆで上がった麺を水で締め、つけだしをかけたもの 「釜あげ」。釜の中でゆで上がった麺をゆで汁とともに鉢に移し、つけだしで食べる
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東京薬科大学薬学部 講義

薬局は解決し甲斐のある問題の宝庫
東京薬科大学において４月17日、薬学部に入ったばかりの新入生を対象に、

一般社団法人日本保険薬局協会副会長を務める武田宏氏が講義を行った。

同大学は武田氏の母校。自然と講義にも熱が入った。

同氏は今、薬局が抱える問題点について率直に話した後、若い世代に

「問題点が多いからこそ解決し甲斐もある」とエールを贈るとともに、

進路を決めるうえでの重要な視点についても触れた。

新入生にはかなり刺激的だったであろう講義の内容をお送りしたい。

調剤技術料と薬価差益で相当の額にな
る。薬局は株式会社が経営でき、しか
も経営者は医療人である必要がありま
せん。倫理意識の欠如からか、残念な
がら利益追求に走る企業が儲かればい
いとの価値観で、争って病院の門前の
土地を購入し、処方せんの獲得のみに
躍起になり、本来、医薬分業で期待さ
れていた薬局の役割を果たしてこなか
った。そこで、行政はもちろん、国民
からも薬局に対して強い不満が持たれ
るようになったわけです。
　医薬分業は誰のためにあるのか。企
業のためではありません。当たり前で
すが患者さんのためです。患者さんに
薬を安全に使ってもらうための服薬指
導は、薬局薬剤師の大切な責務です。
そして、薬の飲み合わせによる副作用
などが起きないように薬の一元管理に
努めるべきです。
　けれども実態に目を向ければ、多く

の薬局が医薬分業の原点を忘れ、処方
せんの処理ばかりに注力し、つまりは
利益を上げるため、ろくな服薬指導も
せず、一元管理については関心も持た
ずにきてしまいました。大手ドラッグ
ストアで薬剤服用歴未記載問題が起き
たのは記憶に新しいところでしょう。
　私は、経営者も悪いと思いますが、
働いている薬剤師の責任のほうが重い
と思います。皆さんの先輩の薬剤師た
ちが、どうもあまり問題意識を持って
いない。ただ経営者に言われたことを
淡々とやっているだけ。薬剤師も医療
人なのです。ぜひそのプライドを忘れ
ずにいてほしい。薬剤師法、医師法、
歯科医師法の各第１条の最後の文言は
すべていっしょです。「公衆衛生の向
上及び増進に寄与し、もって国民の健
康な生活を確保するものとする」。

問題点があるから
解決する夢がある
ぜひやり甲斐のある仕事を

　問題点を多く指摘しましたが、私は
薬局に未来がないと申し上げているの

ではありません。その逆です。問題点
があるから解決する夢がある。大いに
やり甲斐のある仕事でしょう。
　また、行政からも地域包括ケアシス
テムにおいて薬局薬剤師は期待されて
います。在宅医療に薬剤師が参加し、
多職種と連携すれば医療の効率化が図
れる。無駄な薬を省け、治療効果を上
げることができます。まさに薬剤師の
活躍が求められています。

業界の変化に敏感になり
今から自分の将来を
考え始めるべき

　最後に就職先を探す際に注意してほ
しい点をお話しします。入学したばか
りで、もう就職の話かと思う方もいる
かもしれませんが、６年などあっとい
う間で、しかも薬剤師を取り巻く環境
は著しく変化しています。今から業界
の変化に敏感になり、就職について考
えるべきというのが私の考えです。
　企業に就職するのであれば、業績で
決めるのはナンセンスでしょう。あな
た方は薬剤師という医療人なのですか

ら。決め手は、薬剤師が患者さんのた
めに働ける環境があるかに尽きます。
「うちの会社は日本一です。うちの会
社は儲けていますから」。それが皆さ
んにとって何になりますか？調剤業務
にロボットが導入され始めました。そ
れによって薬剤師が不要になれば、そ
ういう会社では、真っ先にリストラが
スタートするはずです。
　卒業するとき、あなた方はたとえれ
ば真っ白い画用紙です。真っ白い画用
紙に絵を描くのはあなた方ではなく、
会社です。最初は、良い絵を描いてく
れ、そして、いずれは自らが良い絵を
描く機会を与えてくれる会社をしっか
り見きわめて選んでください。

講義の様子

【資料】薬剤師数の推移

出典：厚生労働省『平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況』より作成
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■ 薬剤師総数
■ うち薬局薬剤師数

薬剤師総数、薬局薬剤師数とも
に約50年間、右肩上がりで増え
つづけていることがわかる
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東京薬科大学薬学部 講義

薬局は解決し甲斐のある問題の宝庫
東京薬科大学において４月17日、薬学部に入ったばかりの新入生を対象に、

一般社団法人日本保険薬局協会副会長を務める武田宏氏が講義を行った。

同大学は武田氏の母校。自然と講義にも熱が入った。

同氏は今、薬局が抱える問題点について率直に話した後、若い世代に

「問題点が多いからこそ解決し甲斐もある」とエールを贈るとともに、

進路を決めるうえでの重要な視点についても触れた。

新入生にはかなり刺激的だったであろう講義の内容をお送りしたい。

処方せん料が10点から50点に
直後から薬局と薬局薬剤師が
急激な右肩上がりで増える

　本日は、入学したばかりの皆さんに
主に薬局についてお話をさせていただ
きたいと思います。
　1968年、今から49年前に私は本校
を卒業しました。当時、日本の薬剤師
の数は約74,000人でしたが、2014年
には約288,000人に増えました。４倍
近く増加した計算になります。薬局に
従事する人の数を見ると６倍にも増え
ています（【資料】）。この約50年で薬
局の数も、そこで従事する薬剤師の数
も爆発的に増えてきました。
　理由は明らかで、医薬分業が行政に
より推進されたからです。以前より医
薬分業の必要性は言われてきましたが
医師会などとの調整がつかず、遅々と

して進みませんでした。
　そこで業を煮やした厚生省（当時）
は、後に「医薬分業元年」と呼ばれる
ようになる1974年、診療報酬の改定
により処方せん料を10点から50点、
つまり100円から500円に引き上げた
のです。その後、処方せん料は1992
年には74点（740円 ）に、1998年には
81点（810円）に上がっていき、点数
の上昇を背景に、2003年に初めて全
国の医薬分業率は50％を超え、2015
年には70％にまで達しました。

医薬分業の原点を忘れ
処方せんの処理に汲々とし
薬局バッシングを招く

　医薬分業が進んだ結果、今、何が起
きているのか。悲しいかな、薬局バッ
シングです。しかし、いたしかたあり
ません。処方せんを１枚処理すれば、

調剤技術料と薬価差益で相当の額にな
る。薬局は株式会社が経営でき、しか
も経営者は医療人である必要がありま
せん。倫理意識の欠如からか、残念な
がら利益追求に走る企業が儲かればい
いとの価値観で、争って病院の門前の
土地を購入し、処方せんの獲得のみに
躍起になり、本来、医薬分業で期待さ
れていた薬局の役割を果たしてこなか
った。そこで、行政はもちろん、国民
からも薬局に対して強い不満が持たれ
るようになったわけです。
　医薬分業は誰のためにあるのか。企
業のためではありません。当たり前で
すが患者さんのためです。患者さんに
薬を安全に使ってもらうための服薬指
導は、薬局薬剤師の大切な責務です。
そして、薬の飲み合わせによる副作用
などが起きないように薬の一元管理に
努めるべきです。
　けれども実態に目を向ければ、多く

の薬局が医薬分業の原点を忘れ、処方
せんの処理ばかりに注力し、つまりは
利益を上げるため、ろくな服薬指導も
せず、一元管理については関心も持た
ずにきてしまいました。大手ドラッグ
ストアで薬剤服用歴未記載問題が起き
たのは記憶に新しいところでしょう。
　私は、経営者も悪いと思いますが、
働いている薬剤師の責任のほうが重い
と思います。皆さんの先輩の薬剤師た
ちが、どうもあまり問題意識を持って
いない。ただ経営者に言われたことを
淡々とやっているだけ。薬剤師も医療
人なのです。ぜひそのプライドを忘れ
ずにいてほしい。薬剤師法、医師法、
歯科医師法の各第１条の最後の文言は
すべていっしょです。「公衆衛生の向
上及び増進に寄与し、もって国民の健
康な生活を確保するものとする」。

問題点があるから
解決する夢がある
ぜひやり甲斐のある仕事を

　問題点を多く指摘しましたが、私は
薬局に未来がないと申し上げているの

H L

一般社団法人日本保険薬局協会副会長

武田 宏

【資料】薬剤師数の推移

出典：厚生労働省『平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況』より作成
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う
し
た
難
題
に
か
ん
が
み
な
が
ら
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
も
含
め
て
数
回
の
会
議
を
開
き
、
今
年
３

月
、
注
力
す
べ
き
重
点
分
野
を
以
下
の
２
点
の
と

お
り
決
定
し
ま
し
た
。

◦�

在
宅
医
療
に
関
す
る
医
療
連
携
、
普
及
啓
発
モ

デ
ル
の
蓄
積

　

国
民
が
安
心
し
て
在
宅
医
療
を
選
択
で
き
る
よ

う
に
提
供
体
制
を
着
実
に
整
備
す
る
こ
と
が
重
要

な
た
め
、
自
治
体
や
関
係
団
体
に
よ
る
体
制
構
築

に
資
す
る
医
療
機
関
間
の
連
携
モ
デ
ル
や
、
構
築

に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
整
理
、
収
集
す
る
。

ま
た
、
国
民
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
普
及
啓
発

の
事
例
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

◦
在
宅
医
療
に
関
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
の
蓄
積

　

国
民
の
主
体
的
な
選
択
に
役
立
つ
客
観
的
な
情

報
を
提
供
す
べ
く
、
▽
疾
病
の
進
行
や
治
療
な
ど

患
者
が
た
ど
る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
関
す
る
研
究
、

▽
在
宅
医
療
に
適
し
た
患
者
の
状
態
、
環
境
条
件

な
ど
に
関
す
る
研
究
、
▽
在
宅
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

有
効
性
、
手
法
の
標
準
化
に
関
す
る
研
究
─
─
な

ど
を
積
極
的
に
進
め
る
。

　

厚
労
省
で
は
、
各
施
策
を
通
じ
て
在
宅
医
療
の

普
及
を
加
速
さ
せ
る
考
え
で
す
。

薬
局
薬
剤
師
に
は

国
民
の
理
解
を
あ
と
押
し
す
る

役
割
が
求
め
ら
れ
る

　

全
国
在
宅
医
療
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
職
能
団

体
、
事
業
者
団
体
、
研
究
機
関
、
学
会
、
行
政
、

一
般
国
民
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
各
団
体
は
重
点
分
野
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
の

か
を
同
会
議
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

薬
剤
師
関
連
で
は
日
本
薬
剤
師
会
と
全
国
薬
剤

師
・
在
宅
療
養
支
援
連
絡
会
が
同
会
議
に
参
加
。

ま
ず
日
本
薬
剤
師
会
で
は
、
薬
剤
師
が
正
確
な
フ

ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
の
に
必
要
な
臨

床
手
技
の
修
得
を
目
的
と
し
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
す
で
に
策
定
し
て
お
り
、
引
き
つ
づ
き
各
薬
剤

師
会
で
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
支
援
す
る

こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
全
国
薬
剤
師
・
在
宅
療
養
支
援
連
絡
会

で
は
、
現
在
、
茨
城
県
東
海
村
で
展
開
し
て
い
る

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
薬
剤
師
と
の
間
で
連
携
シ
ー

ト
を
活
用
す
る
事
業
の
研
究
を
進
め
、
ほ
か
の
地

域
で
の
実
施
を
検
討
し
て
い
く
方
針
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
全
国
在
宅
医
療
会
議
の
メ
ン
バ
ー

の
中
に
一
般
国
民
の
代
表
が
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
重
点
分
野
の
施
策
推
進
に
は
、
医

療
者
だ
け
で
な
く
国
民
の
参
画
も
求
め
ら
れ
て
お

り
、
具
体
的
に
は
「
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
関
係

者
が
提
供
す
る
情
報
に
積
極
的
に
触
れ
、
理
解
を

深
め
る
こ
と
」
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
実
際
に
行
政
の
発
信
す
る
情
報
を
能
動
的
に

得
よ
う
と
す
る
国
民
は
、
お
そ
ら
く
少
数
派
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
国
民
で
も
薬
局
を
訪
れ

る
こ
と
は
多
い
は
ず
。
薬
局
薬
剤
師
が
、
患
者
が

来
局
し
た
機
会
を
活
用
し
て
正
し
い
情
報
の
紹
介

に
努
め
れ
ば
、
在
宅
医
療
の
拡
大
に
向
け
た
貢
献

と
な
る
で
し
ょ
う
。

在
宅
医
療
が
普
及
し
な
い
の
は

国
民
と
医
療
者
に
対
し
て

効
果
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら

　

都
道
府
県
ご
と
に
、
２
０
２
５
年
に
必
要
と
な

る
病
院
の
病
床
数
を
推
計
し
、
そ
の
結
果
に
も
と

づ
い
て
、
め
ざ
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
定
め
た

「
地
域
医
療
構
想
」
の
実
現
と
、
「
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
中
、

成
否
の
鍵
を
握
る
の
は
、
両
者
に
共
通
し
て
の
し

か
か
る
在
宅
医
療
で
す
。
こ
の
た
め
厚
生
労
働
省

（
以
下
、
厚
労
省
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
診
療
報
酬

改
定
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
講
じ
て
在
宅
医

療
の
推
進
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
在
宅
医
療
の

潜
在
的
需
要
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
（【
資
料
】）、
国
民
や
医
療
者
な
ど
に
医

療
の
選
択
肢
と
し
て
納
得
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は

ま
だ
ま
だ
言
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
理
由
に

つ
い
て
厚
労
省
は
、
①
国
民
に
対
し
在
宅
医
療
が

生
活
の
質
向
上
に
つ
な
が
る
具
体
的
な
効
果
を
示

し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
②
医
療
者
の
在
宅
医
療

に
対
す
る
固
定
観
念
や
不
信
感
を
払
拭
し
き
れ
て

い
な
い
か
ら
─
─
で
は
な
い
か
と
し
て
い
ま
す
。

モ
デ
ル
や
プ
ロ
セ
ス
を

わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
示
し

十
分
な
理
解
を
促
す

　

そ
こ
で
厚
労
省
は
、
昨
年
７
月
、
「
全
国
在
宅

医
療
会
議
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
船
出

に
際
し
て
は
、
多
く
の
難
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
て

い
ま
し
た
。

　

在
宅
医
療
へ
の
国
民
と
医
療
者
の
十
分
な
理
解

を
促
す
に
は
、
具
体
的
に
目
に
見
え
る
か
た
ち
で

在
宅
医
療
の
長
所
と
短
所
を
正
確
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
我
が
国
の
在
宅
医
療

は
、
も
と
も
と
各
地
域
で
先
駆
的
な
医
師
な
ど
が

個
人
的
に
け
ん
引
し
て
き
た
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方

が
存
在
し
て
お
り
、
「
こ
れ
が
在
宅
医
療
の
標
準

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
モ
デ
ル
の
提
示
が
非
常

に
難
し
い
状
況
で
す
。
ま
た
、
在
宅
医
療
の
多
く

が
診
療
所
を
中
心
と
し
た
少
人
数
体
制
で
提
供
さ

れ
て
お
り
、
か
つ
24
時
間
対
応
が
求
め
ら
れ
る
激

務
で
あ
る
た
め
、
事
例
を
も
と
に
在
宅
医
療
の
あ

り
方
を
研
究
す
る
よ
う
な
余
裕
が
少
な
く
、
治
療

効
果
に
関
す
る
研
究
成
果
が
体
系
的
に
蓄
積
、
活

用
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
全
国
在
宅
医
療
会
議
で
は
、
こ

普
及
啓
発
モ
デ
ル
の
作
成
と

エ
ビ
デ
ン
ス
の
蓄
積
で

在
宅
医
療
を
推
進
す
る

分間でわかる
医療行政

第23回
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う
し
た
難
題
に
か
ん
が
み
な
が
ら
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
も
含
め
て
数
回
の
会
議
を
開
き
、
今
年
３

月
、
注
力
す
べ
き
重
点
分
野
を
以
下
の
２
点
の
と

お
り
決
定
し
ま
し
た
。

◦�

在
宅
医
療
に
関
す
る
医
療
連
携
、
普
及
啓
発
モ

デ
ル
の
蓄
積

　

国
民
が
安
心
し
て
在
宅
医
療
を
選
択
で
き
る
よ

う
に
提
供
体
制
を
着
実
に
整
備
す
る
こ
と
が
重
要

な
た
め
、
自
治
体
や
関
係
団
体
に
よ
る
体
制
構
築

に
資
す
る
医
療
機
関
間
の
連
携
モ
デ
ル
や
、
構
築

に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
を
整
理
、
収
集
す
る
。

ま
た
、
国
民
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
普
及
啓
発

の
事
例
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

◦
在
宅
医
療
に
関
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
の
蓄
積

　

国
民
の
主
体
的
な
選
択
に
役
立
つ
客
観
的
な
情

報
を
提
供
す
べ
く
、
▽
疾
病
の
進
行
や
治
療
な
ど

患
者
が
た
ど
る
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
関
す
る
研
究
、

▽
在
宅
医
療
に
適
し
た
患
者
の
状
態
、
環
境
条
件

な
ど
に
関
す
る
研
究
、
▽
在
宅
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

有
効
性
、
手
法
の
標
準
化
に
関
す
る
研
究
─
─
な

ど
を
積
極
的
に
進
め
る
。

　

厚
労
省
で
は
、
各
施
策
を
通
じ
て
在
宅
医
療
の

普
及
を
加
速
さ
せ
る
考
え
で
す
。

薬
局
薬
剤
師
に
は

国
民
の
理
解
を
あ
と
押
し
す
る

役
割
が
求
め
ら
れ
る

　

全
国
在
宅
医
療
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
職
能
団

体
、
事
業
者
団
体
、
研
究
機
関
、
学
会
、
行
政
、

一
般
国
民
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
各
団
体
は
重
点
分
野
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
の

か
を
同
会
議
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

薬
剤
師
関
連
で
は
日
本
薬
剤
師
会
と
全
国
薬
剤

師
・
在
宅
療
養
支
援
連
絡
会
が
同
会
議
に
参
加
。

ま
ず
日
本
薬
剤
師
会
で
は
、
薬
剤
師
が
正
確
な
フ

ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
の
に
必
要
な
臨

床
手
技
の
修
得
を
目
的
と
し
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
す
で
に
策
定
し
て
お
り
、
引
き
つ
づ
き
各
薬
剤

師
会
で
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
支
援
す
る

こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
全
国
薬
剤
師
・
在
宅
療
養
支
援
連
絡
会

で
は
、
現
在
、
茨
城
県
東
海
村
で
展
開
し
て
い
る

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
薬
剤
師
と
の
間
で
連
携
シ
ー

ト
を
活
用
す
る
事
業
の
研
究
を
進
め
、
ほ
か
の
地

域
で
の
実
施
を
検
討
し
て
い
く
方
針
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
全
国
在
宅
医
療
会
議
の
メ
ン
バ
ー

の
中
に
一
般
国
民
の
代
表
が
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
重
点
分
野
の
施
策
推
進
に
は
、
医

療
者
だ
け
で
な
く
国
民
の
参
画
も
求
め
ら
れ
て
お

り
、
具
体
的
に
は
「
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
関
係

者
が
提
供
す
る
情
報
に
積
極
的
に
触
れ
、
理
解
を

深
め
る
こ
と
」
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
実
際
に
行
政
の
発
信
す
る
情
報
を
能
動
的
に

得
よ
う
と
す
る
国
民
は
、
お
そ
ら
く
少
数
派
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
国
民
で
も
薬
局
を
訪
れ

る
こ
と
は
多
い
は
ず
。
薬
局
薬
剤
師
が
、
患
者
が

来
局
し
た
機
会
を
活
用
し
て
正
し
い
情
報
の
紹
介

に
努
め
れ
ば
、
在
宅
医
療
の
拡
大
に
向
け
た
貢
献

と
な
る
で
し
ょ
う
。

在
宅
医
療
が
普
及
し
な
い
の
は

国
民
と
医
療
者
に
対
し
て

効
果
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら

　

都
道
府
県
ご
と
に
、
２
０
２
５
年
に
必
要
と
な

る
病
院
の
病
床
数
を
推
計
し
、
そ
の
結
果
に
も
と

づ
い
て
、
め
ざ
す
べ
き
医
療
提
供
体
制
を
定
め
た

「
地
域
医
療
構
想
」
の
実
現
と
、
「
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
中
、

成
否
の
鍵
を
握
る
の
は
、
両
者
に
共
通
し
て
の
し

か
か
る
在
宅
医
療
で
す
。
こ
の
た
め
厚
生
労
働
省

（
以
下
、
厚
労
省
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
診
療
報
酬

改
定
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
講
じ
て
在
宅
医

療
の
推
進
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
在
宅
医
療
の

潜
在
的
需
要
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
（【
資
料
】）、
国
民
や
医
療
者
な
ど
に
医

療
の
選
択
肢
と
し
て
納
得
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は

ま
だ
ま
だ
言
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
理
由
に

つ
い
て
厚
労
省
は
、
①
国
民
に
対
し
在
宅
医
療
が

生
活
の
質
向
上
に
つ
な
が
る
具
体
的
な
効
果
を
示

し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
②
医
療
者
の
在
宅
医
療

に
対
す
る
固
定
観
念
や
不
信
感
を
払
拭
し
き
れ
て

い
な
い
か
ら
─
─
で
は
な
い
か
と
し
て
い
ま
す
。

モ
デ
ル
や
プ
ロ
セ
ス
を

わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
示
し

十
分
な
理
解
を
促
す

　

そ
こ
で
厚
労
省
は
、
昨
年
７
月
、
「
全
国
在
宅

医
療
会
議
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
船
出

に
際
し
て
は
、
多
く
の
難
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
て

い
ま
し
た
。

　

在
宅
医
療
へ
の
国
民
と
医
療
者
の
十
分
な
理
解

を
促
す
に
は
、
具
体
的
に
目
に
見
え
る
か
た
ち
で

在
宅
医
療
の
長
所
と
短
所
を
正
確
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
我
が
国
の
在
宅
医
療

は
、
も
と
も
と
各
地
域
で
先
駆
的
な
医
師
な
ど
が

個
人
的
に
け
ん
引
し
て
き
た
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方

が
存
在
し
て
お
り
、
「
こ
れ
が
在
宅
医
療
の
標
準

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
モ
デ
ル
の
提
示
が
非
常

に
難
し
い
状
況
で
す
。
ま
た
、
在
宅
医
療
の
多
く

が
診
療
所
を
中
心
と
し
た
少
人
数
体
制
で
提
供
さ

れ
て
お
り
、
か
つ
24
時
間
対
応
が
求
め
ら
れ
る
激

務
で
あ
る
た
め
、
事
例
を
も
と
に
在
宅
医
療
の
あ

り
方
を
研
究
す
る
よ
う
な
余
裕
が
少
な
く
、
治
療

効
果
に
関
す
る
研
究
成
果
が
体
系
的
に
蓄
積
、
活

用
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
全
国
在
宅
医
療
会
議
で
は
、
こ

【資料】入院患者の意向

出典：厚生労働省『平成26年度受療行動調査』をもとに作成

　入院中の患者の51.2％が、今後の治療や療養の希望について「完治するまでこの
病院に入院していたい」と回答し、「自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受
けて治療・療養したい」と回答した患者は3.4％にすぎない。
　しかし、「完治するまでこの病院に入院していたい」と回答した患者のうち約半分
は、退院許可が出た場合には「自宅で療養できる」と回答しており、在宅医療の潜
在的需要は大きいと考えられる。

入院中の患者における今後の治療・療養の希望

退院許可が出た場合の自宅療養の見通し

より高度な医療を受けられる
病院に転院したい

1.7%完治するまでこの病院に入院していたい
51.2

より高度な医療を受けられる病院に転院したい
1.7

他の病院や診療所に転院したい
1.1

介護を受けられる施設などで治療・療養したい
5.4

自宅で医師や看護師などの定期的な訪問をうけて治療・
療養したい
3.4

自宅から病院や診療所に通院しながら治療・療養したい
25.3
その他
7.2
無回答
4.7

完治するまでこの病院に
入院していたい
51.2%

自宅から病院や診療所に
通院しながら

治療・療養したい
25.3%

自宅で医師や
看護師などの

定期的な訪問を受けて
治療・療養したい

3.4%

無回答
4.7%

その他
7.2%

介護を受けられる
施設などで

治療・療養したい
5.4% 他の病院や診療所に転院したい

1.1%

自宅で療養できる
51.1%

自宅で療養できない
29.7%

わからない
14.9%

療養の必要がない
3.2%

無回答
1.0%
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　2013年11月、「薬剤師には期待していない」と明言

する、ある開業医の方の話をうかがった。そのとき投

げかけられた言葉を折りに触れて振り返り、その後、

先生にご挨拶に行けない我が身を反省している。たい

へん興味深い話だったので本稿でご紹介する。なお、

この話は私の脳内で補完増幅されてきたので、先生の

言葉どおりではないことをご了承いただきたい。

●

──薬剤師は真面目で面白くない、けんかが下手な人

たちだと思っていた。そして、実際に連携をして業務

を行っても、その印象は変わらなかった。

　処方解析をがんばる意味がわからない。解析は、所

詮、推論である。真にチーム医療に参加したいなら、

処方せんを書いた医師に聞けばいいのに、やらない。

「共通言語が足りないからできない」などという反論

は研鑽不足の言いわけだ。専門職として最低限のバッ

クグラウンドクエスチョンは備えていて当然なのに。

　病名のわからない「薬の発注書」しか調剤の根拠が

ない状況の中、処方せんへの検査値印字が注目を浴び

るような展開で満足して良いのか。処方せんへの病名

記載の流れを薬剤師自らつくるのが筋ではないのか。

病名がわからないほうが責任を負わずにすむし、生活

が保障されているから戦わないのだろう。

　薬剤師は、自らの仕事の責任をきちんと取っている

か。私には、自分が調剤した薬を服用した患者さんに

薬疹が出ても「責任は処方医にある」と考えているよ

うに見える。ほかの医療職は、自分が治療や処置を行

う中で患者さんの苦痛や困難に気づいて責任感を覚え

ていくのに、薬剤師にはそれが欠けているのではない

か。そんな姿勢だから存在感がなく、そもそも患者さ

んは薬疹が出ても薬剤師のもとには行かないのだ。

　薬剤の飲み合わせなどによる副作用や、最近主流と

なっている処方などについて、薬剤師は社会にフィー

ドバックしていない。本来なら薬剤師には、薬を渡し

たあとの患者さんの状態を確認して前回の処方の妥当

性を薬学的に評価し、必要に応じて医師に種々の提案

を行い、薬物治療の適正化を図る役割が課せられてい

るにもかかわらず、現状は何も反応がない。「薬を減

らせる唯一の職種」などと言ったところで、薬剤師は

何より医師の機嫌を優先するだろう。処方せんが来な

くなるほうが怖いのだ。

　営利を追求する大手薬局は、施設在宅医療における

訪問薬剤管理指導に積極的だが、単に「薬の配達」を

やっているにすぎない。薬を渡すだけで患者さんを診

ているつもりなのか。挙句に、個人の在宅訪問にはど

こも消極的だ──

●

　心優しい先生から４時間にわたる話をうかがったと

き、私は、先生が何年かあとに「あのとき種をまいて

良かった」と思い返してくれるように、自らの仕事を

見つめ直し、研鑚をつづけるなど、さまざまな面で前

向きに取り組まなければならないと痛感した。

　チーム医療の一員として患者さんのケアに積極的に

参加していくためにも、薬局薬剤師は変わらなくては

ならない。ただ、自分ひとりでできることには限界が

ある。まずは、多くの人に同じ思いを伝えるところか

ら始めようと思う。早く先生にご挨拶に行けるように

なりたい。

株式会社ファーマシィ　山根 暁子

第24回
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聖路加国際病院附属クリニック聖路加メディローカス所長

渡邉 直

構成／『 ターンアップ 』編集長：武田 宏

疾患名の提供によって
服薬指導のあり方が変わり
医療安全が向上した

編 集 長 対 談
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患
者
の
健
康
へ
の
関
与
を

薬
局
薬
剤
師
が
深
め
る
た
め
に

疾
患
名
の
提
供
は
欠
か
せ
な
い

─
─
渡
邉
先
生
が
作
成
し
た
『
診
療
情
報
伝
達
シ

ー
ト
』
は
、
患
者
さ
ん
の
診
療
情
報
を
記
載
し
、

院
外
処
方
せ
ん
に
添
付
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の

シ
ー
ト
に
疾
患
名
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
点
が
き

わ
め
て
画
期
的
で
す
。

　

そ
も
そ
も
院
外
処
方
せ
ん
は
、
薬
局
薬
剤
師
は

疾
患
名
を
知
る
必
要
が
な
い
と
の
前
提
で
発
行
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
先
生
の
こ
の
よ
う
な
発
想
は
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
す
か
。

渡
邉　

か
つ
て
の
よ
う
に
、
高
齢
化
が
今
ほ
ど
進

ん
で
い
な
い
環
境
で
あ
れ
ば
、
薬
局
薬
剤
師
は
患

者
さ
ん
の
疾
患
名
に
そ
れ
ほ
ど
気
を
使
わ
ず
に
す

ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
が
若
く
、
ひ

と
つ
の
疾
患
し
か
患
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

医
療
機
関
の
み
が
疾
患
を
把
握
し
、
薬
局
薬
剤
師

は
処
方
せ
ん
ど
お
り
に
調
剤
を
す
る
だ
け
で
も
良

か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
超
高
齢
社
会
で
は
、
多
く

の
慢
性
疾
患
を
抱
え
、
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か

る
高
齢
患
者
が
激
増
、
薬
局
薬
剤
師
に
は
患
者
さ

ん
の
複
雑
な
服
薬
状
況
を
確
認
し
、
整
理
し
た
う

え
で
調
剤
を
す
る
と
い
っ
た
業
務
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薬
局

薬
剤
師
に
提
供
さ
れ
る
情
報
は
相
変
わ
ら
ず
処
方

せ
ん
の
み
で
、
薬
局
薬
剤
師
は
疾
患
名
に
つ
い
て

処
方
せ
ん
や
患
者
さ
ん
と
の
会
話
か
ら
情
報
を
得

る
し
か
な
い
─
─
。
日
々
、
診
療
し
処
方
せ
ん
を

書
き
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
的
確
な
服
薬

指
導
を
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
薬
局
薬
剤
師
は
戸

惑
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
一
部
の
医
療
機
関
で
患
者
さ
ん

の
検
査
値
の
デ
ー
タ
を
付
加
し
た
処
方
せ
ん
を
発

行
す
る
動
き
が
広
が
り
始
め
た
と
知
り
ま
し
た
。

─
─
２
０
１
３
年
に
京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院

薬
剤
部
が
最
初
に
手
が
け
た
取
り
組
み
で
す
ね
。

院
外
処
方
の
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
薬
剤

師
主
導
で
進
め
ら
れ
た
施
策
と
し
て
注
目
を
集
め

ま
し
た
。

渡
邉　

え
え
。
同
院
薬
剤
部
で
は
、
さ
ら
に
２
０

１
５
年
４
月
、
医
師
が
自
由
に
疾
患
な
ど
の
情
報

を
書
く
コ
メ
ン
ト
欄
を
設
け
た
処
方
せ
ん
が
運
用

さ
れ
る
施
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
薬

剤
師
の
方
々
の
挑
戦
を
見
て
、
薬
局
へ
の
情
報
提

供
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
、
２
０
１
５
年

７
月
か
ら
使
い
始
め
た
の
が
診
療
情
報
伝
達
シ
ー

ト
で
す
。

─
─
ど
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
解

説
く
だ
さ
い
。

渡
邉　

本
シ
ー
ト
は
、
①
患
者
氏
名
、
②
生
年
月

日
、
③
体
格
（
身
長
、
体
重
、
体
表
面
積
）、
④

「
こ
の
患
者
さ
ん
の
疾
患
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
こ
の
薬
剤
が
処
方
さ
れ
た
の
か
」。

処
方
せ
ん
を
見
て
疑
問
を
持
ち
、
患
者
に
聞
き
取
り
を
試
み
た
も
の
の
、
結
局
よ
く
わ
か
ら
ず
、

「
ま
あ
、
い
い
か
」
と
思
っ
て
し
ま
う
の
が
薬
局
薬
剤
師
の
日
常
か
も
し
れ
な
い
。

聖
路
加
国
際
病
院
附
属
ク
リ
ニ
ッ
ク
聖
路
加
メ
デ
ィ
ロ
ー
カ
ス
の
所
長
を
務
め
る

渡
邉
直
氏
は
『
診
療
情
報
伝
達
シ
ー
ト
』
を
開
発
。
疾
患
名
を
含
む
プ
ロ
ブ
レ
ム
リ
ス
ト
な
ど
の
情
報
を

処
方
せ
ん
と
と
も
に
薬
局
薬
剤
師
に
提
供
し
薬
局
で
の
服
薬
指
導
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
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17   

患
者
の
健
康
へ
の
関
与
を

薬
局
薬
剤
師
が
深
め
る
た
め
に

疾
患
名
の
提
供
は
欠
か
せ
な
い

─
─
渡
邉
先
生
が
作
成
し
た
『
診
療
情
報
伝
達
シ

ー
ト
』
は
、
患
者
さ
ん
の
診
療
情
報
を
記
載
し
、

院
外
処
方
せ
ん
に
添
付
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
の

シ
ー
ト
に
疾
患
名
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
点
が
き

わ
め
て
画
期
的
で
す
。

　

そ
も
そ
も
院
外
処
方
せ
ん
は
、
薬
局
薬
剤
師
は

疾
患
名
を
知
る
必
要
が
な
い
と
の
前
提
で
発
行
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
先
生
の
こ
の
よ
う
な
発
想
は
ど

の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
す
か
。

渡
邉　

か
つ
て
の
よ
う
に
、
高
齢
化
が
今
ほ
ど
進

ん
で
い
な
い
環
境
で
あ
れ
ば
、
薬
局
薬
剤
師
は
患

者
さ
ん
の
疾
患
名
に
そ
れ
ほ
ど
気
を
使
わ
ず
に
す

ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
が
若
く
、
ひ

と
つ
の
疾
患
し
か
患
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

医
療
機
関
の
み
が
疾
患
を
把
握
し
、
薬
局
薬
剤
師

は
処
方
せ
ん
ど
お
り
に
調
剤
を
す
る
だ
け
で
も
良

か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
超
高
齢
社
会
で
は
、
多
く

の
慢
性
疾
患
を
抱
え
、
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か

る
高
齢
患
者
が
激
増
、
薬
局
薬
剤
師
に
は
患
者
さ

ん
の
複
雑
な
服
薬
状
況
を
確
認
し
、
整
理
し
た
う

え
で
調
剤
を
す
る
と
い
っ
た
業
務
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薬
局

薬
剤
師
に
提
供
さ
れ
る
情
報
は
相
変
わ
ら
ず
処
方

せ
ん
の
み
で
、
薬
局
薬
剤
師
は
疾
患
名
に
つ
い
て

処
方
せ
ん
や
患
者
さ
ん
と
の
会
話
か
ら
情
報
を
得

る
し
か
な
い
─
─
。
日
々
、
診
療
し
処
方
せ
ん
を

書
き
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
的
確
な
服
薬

指
導
を
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
薬
局
薬
剤
師
は
戸

惑
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
一
部
の
医
療
機
関
で
患
者
さ
ん

の
検
査
値
の
デ
ー
タ
を
付
加
し
た
処
方
せ
ん
を
発

行
す
る
動
き
が
広
が
り
始
め
た
と
知
り
ま
し
た
。

─
─
２
０
１
３
年
に
京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院

薬
剤
部
が
最
初
に
手
が
け
た
取
り
組
み
で
す
ね
。

院
外
処
方
の
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
薬
剤

師
主
導
で
進
め
ら
れ
た
施
策
と
し
て
注
目
を
集
め

ま
し
た
。

渡
邉　

え
え
。
同
院
薬
剤
部
で
は
、
さ
ら
に
２
０

１
５
年
４
月
、
医
師
が
自
由
に
疾
患
な
ど
の
情
報

を
書
く
コ
メ
ン
ト
欄
を
設
け
た
処
方
せ
ん
が
運
用

さ
れ
る
施
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
薬

剤
師
の
方
々
の
挑
戦
を
見
て
、
薬
局
へ
の
情
報
提

供
を
充
実
さ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
、
２
０
１
５
年

７
月
か
ら
使
い
始
め
た
の
が
診
療
情
報
伝
達
シ
ー

ト
で
す
。

─
─
ど
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
解

説
く
だ
さ
い
。

渡
邉　

本
シ
ー
ト
は
、
①
患
者
氏
名
、
②
生
年
月

日
、
③
体
格
（
身
長
、
体
重
、
体
表
面
積
）、
④

直
近
の
バ
イ
タ
ル
、
⑤
直
近
の
腎
機
能
、
⑥
そ
の

他
の
検
査
値
、
⑦
ア
レ
ル
ギ
ー
情
報
、
ア
ラ
ー
ト

情
報
、
⑧
プ
ロ
ブ
レ
ム
リ
ス
ト
、
⑨
備
考
欄
─
─

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
重
要
な
の
は
、

⑧
の
プ
ロ
ブ
レ
ム
リ
ス
ト
で
し
ょ
う
。
初
診
時
、

私
が
患
者
さ
ん
か
ら
当
院
以
外
で
治
療
中
の
疾
患

や
服
用
中
の
薬
剤
な
ど
を
含
め
て
聞
き
取
り
を
行

い
作
成
し
ま
す
。

　

現
段
階
で
は
、
私
個
人
の
実
験
的
な
取
り
組
み

の
た
め
、
電
子
カ
ル
テ
か
ら
自
動
的
に
抽
出
す
る

仕
組
み
は
な
く
、
情
報
を
コ
ピ
ー
・
ア
ン
ド
・
ペ

ー
ス
ト
し
て
本
シ
ー
ト
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
２
０
１
８
年
５
月
に
は
電
子
カ
ル
テ
の
シ
ス

テ
ム
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
電
子
カ
ル
テ
と
連
動
す
る
仕
組
み
を
と

り
入
れ
、
ほ
か
の
医
師
も
使
え
る
よ
う
に
し
て
本

シ
ー
ト
の
活
用
範
囲
を
広
め
ら
れ
な
い
か
検
討
し

て
い
ま
す
。

診
療
情
報
伝
達
シ
ー
ト
が

服
薬
指
導
と
疑
義
照
会
を
活
性
化

薬
剤
使
用
の
安
全
性
が
高
ま
っ
た

─
─
診
療
情
報
伝
達
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
患
者
さ

ん
の
疾
患
名
が
一
目
瞭
然
に
―
―
。
こ
れ
ま
で
に

な
い
情
報
提
供
に
対
す
る
薬
局
薬
剤
師
か
ら
の
反

響
は
大
き
か
っ
た
と
推
察
し
ま
す
。

渡
邉　

患
者
さ
ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

劇
的
に
変
わ
っ
た
と
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
服
薬
指
導
で
は
、
疾
患
名
を
言
い
た
が
ら

な
い
患
者
さ
ん
が
多
く
、
薬
局
薬
剤
師
は
こ
れ
ま

で
は
疾
患
名
を
聞
き
出
す
の
に
非
常
に
苦
労
し
て

い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
患
者
自
身
が
な
ん
の
疾
患

に
罹
患
し
て
い
る
の
か
、
な
ん
の
た
め
に
そ
の
薬

を
服
用
し
て
い
る
の
か
さ
え
、
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ス
ム
ー
ズ
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
ず
に
い
た
の
が
、

そ
う
し
た
問
題
が
ず
い
ぶ
ん
解
消
さ
れ
た
と
い
う

の
で
す
（【
資
料
】）。

　

こ
の
よ
う
な
反
応
を
聞
き
、
今
後
、
か
か
り
つ

け
薬
剤
師
の
制
度
を
正
し
く
普
及
、
機
能
さ
せ
る

に
も
、
本
シ
ー
ト
の
よ
う
な
情
報
提
供
ツ
ー
ル
が

不
可
欠
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

─
─
処
方
せ
ん
を
出
す
渡
邉
先
生
へ
の
薬
局
薬
剤

師
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
も
変
化
が
あ
り
ま

し
た
か
。

渡
邉　

疑
義
照
会
を
受
け
る
機
会
が
飛
躍
的
に
増

加
し
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
高
齢
者
に
は
緑
内
障
患
者
が
多
い

の
で
す
が
、
同
疾
患
の
治
療
に
は
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

剤
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
薬
が
あ
り
ま
す
。
従
来

な
ら
、
患
者
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
眼

科
で
緑
内
障
治
療
を
受
け
て
い
る
事
実
を
薬
局
薬

剤
師
は
知
り
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
本

シ
ー
ト
に
疾
患
名
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
処
方

せ
ん
ど
お
り
に
調
剤
し
て
も
問
題
な
い
か
と
い
っ

た
問
い
合
わ
せ
を
薬
局
薬
剤
師
が
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
り
、
非
常
に
助
か
っ
て
い
ま
す
。

─
─
本
シ
ー
ト
が
医
療
安
全
の
向
上
に
貢
献
し
て

い
る
好
例
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
薬
局
薬
剤
師
か
ら
「
も
っ
と
こ
う

し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
希
望
な
ど
も
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
か
。

渡
邉　

本
シ
ー
ト
に
掲
載
し
て
い
る
検
査
値
は
直

近
の
デ
ー
タ
だ
け
で
す
が
、
ト
レ
ン
ド
が
見
た
い

と
い
っ
た
声
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
病
状
の
変
化

を
知
る
に
は
、
直
近
の
数
値
に
加
え
、
ト
レ
ン
ド

が
わ
か
る
デ
ー
タ
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
本
シ

ー
ト
は
紙
１
枚
で
す
か
ら
今
の
と
こ
ろ
無
理
と
し

か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
私
と
し
て
は
、
ぜ
ひ
薬
局
薬
剤
師
の

皆
さ
ん
に
検
査
値
を
記
録
し
ト
レ
ン
ド
を
把
握
す

る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
願
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
薬
剤
の
飲
み
合
わ

せ
と
数
値
の
変
化
に
相
関
関
係
が
あ
る
と
い
っ
た

薬
剤
師
だ
か
ら
こ
そ
見
出
せ
る
情
報
を
引
き
出
し

て
、
患
者
さ
ん
の
さ
ら
な
る
医
療
安
全
に
貢
献
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
低
限
の
重
要
な
情
報
を

わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
た
め
に

あ
え
て
１
枚
の
紙
に
し
た

─
─「
診
療
情
報
伝
達
シ
ー
ト
は
紙
１
枚
な
の
で
、
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検
査
値
の
ト
レ
ン
ド
を
掲
載
で
き
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
紙
を
増
や
し
て
掲
載
し
よ
う
と
の

お
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

渡
邉　

な
る
べ
く
短
時
間
で
情
報
を
把
握
し
て
も

ら
う
た
め
、
紙
１
枚
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
い
わ
ゆ
る
地
域
医
療
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
が
全
国
各
地
で
立
ち

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
幹
病
院
の
カ
ル
テ
な
ど

を
患
者
さ
ん
の
了
承
を
得
て
診
療
所
や
薬
局
が
閲

覧
で
き
る
仕
組
み
で
、
う
ま
く
活
用
す
れ
ば
非
常

に
役
立
つ
の
で
す
が
問
題
点
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
情
報
を
見

ら
れ
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
基
幹

病
院
に
通
院
し
て
い
る
患
者
さ
ん
に
限
ら
れ
て
お

り
、
我
々
の
調
査
に
よ
る
と
、
あ
る
薬
局
に
来
局

し
た
方
々
の
３
％
程
度
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
仮
に
患
者
さ
ん
が
シ
ス
テ
ム
の
対
象

者
で
あ
っ
て
も
、
通
院
し
て
い
る
基
幹
病
院
が
複

数
に
な
る
と
、
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
し
て
カ
ル

テ
を
呼
び
出
す
仕
組
み
や
カ
ル
テ
の
体
裁
が
病
院

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
苦
労
し
て
カ

ル
テ
を
見
つ
け
て
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
膨

大
な
情
報
か
ら
何
に
注
目
す
べ
き
か
を
読
み
解
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
多
忙
な
調
剤
業
務
の
中
、
こ

の
よ
う
な
作
業
を
薬
局
薬
剤
師
が
実
施
す
る
余
裕

が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

─
─
そ
の
点
、
診
療
情
報
伝
達
シ
ー
ト
で
は
知
る

べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
素
早
く
把
握
で
き
ま
す
。

渡
邉　

薬
局
薬
剤
師
が
調
剤
を
す
る
う
え
で
必
要

不
可
欠
な
情
報
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の

で
わ
か
り
や
す
い
。
前
述
の
と
お
り
、
検
査
値
の

ト
レ
ン
ド
な
ど
載
せ
ら
れ
な
い
デ
ー
タ
も
あ
り
ま

す
が
、
「
最
低
限
、
注
目
す
べ
き
重
要
な
情
報
」

を
厳
選
し
た
結
果
で
す
。

─
─
医
療
連
携
の
情
報
共
有
に
お
い
て
は
、
共
有

の
仕
組
み
も
大
切
で
す
が
、
ど
の
情
報
が
重
要
で

あ
り
共
有
す
べ
き
か
が
明
確
で
な
け
れ
ば
、
宝
の

持
ち
腐
れ
に
な
り
か
ね
な
い
。

渡
邉　

そ
の
と
お
り
で
す
。
最
近
、
患
者
さ
ん
が

生
涯
に
わ
た
っ
て
自
分
の
医
療
・
健
康
情
報
を
収

集
、
保
存
し
活
用
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・

レ
コ
ー
ド
（
Ｐ
Ｈ
Ｒ
）
と
称
す
る
仕
組
み
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
シ
ー
ト
を
作
成
し
た
理
由

の
ひ
と
つ
に
は
、
将
来
的
に
本
シ
ー
ト
の
情
報
が

Ｐ
Ｈ
Ｒ
の
い
ち
ば
ん
小
さ
な
核
に
な
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
か
を
確
か
め
る
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。

─
─
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
よ
り
、
医
療
分

野
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
な

ど
に
患
者
情
報
を
入
力
し
、
情
報
を
共
有
す
る
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
ろ
う
と
の
動
き
も
あ
り
ま
す
。

渡
邉　

最
終
的
に
は
、
本
シ
ー
ト
も
紙
で
は
な
く

電
子
情
報
と
し
て
患
者
自
身
が
持
ち
運
び
、
必
要

に
応
じ
て
医
療
機
関
や
薬
局
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る

ま
で
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

情
報
提
供
す
る
側
と

さ
れ
る
側
の
ど
ち
ら
に
も

変
化
と
努
力
が
求
め
ら
れ
る

─
─
必
要
な
情
報
を
選
び
抜
い
て
提
供
し
、
患
者

さ
ん
の
医
療
安
全
に
資
す
る
診
療
情
報
伝
達
シ
ー

ト
の
役
割
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

渡
邉　

本
シ
ー
ト
の
使
用
に
よ
り
、
薬
局
薬
剤
師

の
方
々
が
患
者
さ
ん
の
疾
患
が
な
ん
で
あ
る
か
わ

か
ら
な
い
と
い
っ
た
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
る

の
は
確
か
で
す
が
、
本
シ
ー
ト
を
医
療
安
全
の
た

め
に
機
能
さ
せ
る
に
は
、
情
報
を
受
け
る
側
の
薬

局
薬
剤
師
は
た
い
へ
ん
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
シ
ー
ト
の
情
報
は
調
剤
に
役
立
つ
半
面
、
情

報
を
提
供
さ
れ
た
以
上
は
、
「
知
ら
な
か
っ
た
」

で
は
す
ま
な
く
な
る
の
で
、
今
以
上
の
研
鑽
が
不

可
欠
と
な
り
ま
す
。
本
シ
ー
ト
の
存
在
は
、
大
き

な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
も
な
り
え
る
の
で
す
。

─
─
な
る
ほ
ど
。

渡
邉　

た
だ
、
実
は
、
た
い
へ
ん
に
な
る
の
は
情

報
提
供
側
の
医
師
も
同
様
で
す
。

　

プ
ロ
ブ
レ
ム
リ
ス
ト
は
、
患
者
さ
ん
の
抱
え
る

疾
患
を
網
羅
す
る
も
の
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
医

が
陥
り
が
ち
な
「
自
分
の
専
門
分
野
以
外
に
興
味

は
な
い
」
と
い
っ
た
態
度
で
は
リ
ス
ト
は
つ
く
れ

ま
せ
ん
。
本
シ
ー
ト
の
作
成
は
、
高
齢
化
が
ま
す

ま
す
進
捗
し
、
多
疾
患
患
者
の
増
加
が
容
易
に
予

想
さ
れ
る
中
で
必
須
と
な
る
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
に
患

者
を
診
る
視
点
を
医
師
が
身
に
つ
け
る
良
い
機
会

に
な
る
で
し
ょ
う
。

─
─
本
シ
ー
ト
は
、
医
師
に
も
薬
局
薬
剤
師
に
も

変
化
を
促
し
、
双
方
が
知
見
を
高
め
る
機
会
を
生

み
出
す
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
の
で
す
ね
。

　
本
日
は
興
味
深
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
今
後
も
本
シ
ー
ト
の
動
き
に
注
目
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

編集長対談

PROFILE
わたなべ・すなお
1981年札幌医科大学医学部卒業。1981年東京女子医科大学附属日本心臓
血圧研究所外科。1989年東京女子医科大学循環器外科講師。1990年北光
循環器病院心臓血管外科部長。1997年聖路加国際病院心臓血管外科医長。
2007年同科部長。2013年現職
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無料送付・登録変更のご案内
［タ−ンアップ］

新規の無料送付申し込み、お届け先変更のご連絡には
この封筒をご利用ください。

皆様のご意見、ご感想もお待ちしております。

『ターンアップ』第36号の発行は９月の予定です。
『ターンアップ』は、発行元の株式会社フアーマシイよりお送りいたします。

料
金
受
取
人
払
郵
便

福
山
郵
便
局

承
　
認

差
出
有
効
期
間

平
成
31年
3月
31日
ま
で

（
切
手
は
不
要
で
す
）

3
0

5

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町
4-13-27
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山折り
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■ご連絡内容
□『ターンアップ』送付希望　※バックナンバーの送付も可能です。ご希望の号数を右欄に記入してください（　　　　　　号）

□登録の変更

■送付先（必須。チェックをおつけください）

□自宅　　□勤務先

送付先名称、氏名（必須）
　フリガナ

　

送付先住所（必須）
─

都 道
府 県

勤務先名（必須） 部署名

職種区分（必須）

□薬局薬剤師　　　　□病院薬剤師　　　□大学関係（講師など）　　　□企業関係　　　□学生

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

E-mail（必須）

■�株式会社ファーマシィが、医療分野における教育・研究・経営などに関する情報を�
指定されたご住所へ送付することに
□同意する　　□同意しない

【個人情報の取り扱いについて】

　ご登録いただいた個人情報は、株式会社ファーマシィにて適切な安全管理措置を講ずることによって保護管理し、『ターンア

ップ』誌の送付に使用いたします。また、上記に同意された場合のみ、医療分野における教育・研究・経営などに関する情報

の送付にも使用いたします。

■ご意見、ご感想

●皆様の学びの参考となったコンテンツを２つまで選び、○で囲んでください（必須）

	 ①MY	OPINION　　　②編集長対談　　　③３分間でわかる医療行政　　　④在宅薬剤師『やまね』の訪問日記

●弊誌を何でお知りになりましたか？○ で囲んでください（必須）

	 ①薬局、病院への送付	 ②講演、イベント等での配布　　　③ホームページ

	 ④紹介されて	 ⑤その他（　　　　　　　　　　　　）

●保険薬局の独立開業に興味はありますか？○で囲んでください

　はい　　　いいえ
●ご意見、ご感想をご自由にお書きください

✂︎	

キ
リ
ト
リ

の
り
し
ろ
に
の
り
を
つ
け
、
谷
折
り
Ⓐ
→
Ⓑ
の
順
に
貼
り
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

←
谷
折
り
Ⓐ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

←
谷
折
り
Ⓐ

←
谷
折
り
Ⓑ

←
谷
折
り
Ⓑ

のりしろ
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BOOK
『保険薬剤師のための疾患別Q&A ③腎機能低下』 
編著：北海道医薬総合研究所／発行：薬事日報社

　薬局薬剤師に必要な疾
患別の知識をQ&A形式
でまとめた本シリーズ第
３弾が発行されました。
　2014年１月の『①糖尿
病』と2015年９月の『②
COPD、気管支喘息』に
引きつづき、本書では、
腎機能低下についてとり
上げています。
　近年、検査値のデータ
が記載された外来処方せ
んが増えてきています。
検査値の適切な活用は、
より安全で有効な薬物療

法の提供につながりますが、中でも腎機能に関する検査値は、腎
排泄の割合が高い薬剤の禁忌症例への投与回避や、腎機能に応じ
た投与量の調製などを判断するうえで重要なため、薬局薬剤師に
は検査値の適正な理解と対応が求められます。
　本書では、腎機能低下の基本的な病態と腎機能の評価方法、腎
機能低下時に注意すべき薬剤について解説されるとともに、処方
せんに記載された腎機能関連検査値を処方監査や服薬指導へどう
生かすかがコンパクトに紹介されています。図やイラストも多用
され、視覚的にも理解しやすい工夫がなされた１冊です。

CAUTION
B型肝炎ワクチン過量接種で注意喚起

　組み換え沈降B型肝炎ワクチン『ビームゲン注0.25mL ／0.5mL』
を発売する一般財団法人化学及血清療法研究所と、同ワクチン
『ヘプタバックス－Ⅱ』を発売するMSD株式会社では、それぞれ
過量接種に対する注意喚起を行いました。これは、両ワクチンと
もに10歳未満の小児に対しては１回0.25mlを接種すべきにもかか

わらず、誤って0.5mlを
接種した事例が確認さ
れたためです。
　『ビームゲン注』には
0.25ml製剤と0.5ml製剤
の２規格があり、一般
財団法人化学及血清療
法研究所は、0.5ml製剤を10歳未満の小児に使用する際は、吸引
する量について注意するよう促しています。また、両規格バイア
ルの大きさは同じため、使用前にバイアルの容量表示をよく確か
める必要があります。
　一方、『ヘプタバックス－Ⅱ』は0.5ml規格のみのため、MSD
株式会社は、10歳未満の小児には0.25ml分を使用し、残液は速や
かに処分する適正使用を呼びかけています。

PRODUCT
国内初の便秘型過敏性腸症候群治療薬

　アステラス製薬株式会社は、便秘型過敏性腸症候群に対する治
療薬『リンゼス錠0.25mg』（一般名：リナクロチド）の発売を開
始しました。
　過敏性腸症候群は、器質的疾患をともなわず、腹痛と腹部不快
感、便通異常を主体とする消化器症状が長期間持続、もしくは悪
化、改善を繰り返す機能性疾患で、便秘型、下痢型、混合型、分
類不能型に分類されます。日本では成人の2.9％が便秘型とされ
ていますが、便秘型の効能や効果で承認されている薬剤はこれま
でありませんでした。
　本剤は、腸粘膜上皮細胞に発現しているグアニル酸シクラーゼ
C受容体に局所的に結合して活性化することにより、腸管分泌と
腸管輸送能を促進し、内臓痛覚過敏を改善します。
　１日１回0.5mgを食前に経口投与するのが通常の用法、用量で
すが、症状によっては0.25mgに減量します。また、重度の下痢
が現れる可能性があるため、経過を十分に観察して投与継続の必

要性を検討することが求めら
れます。本剤は便秘型過敏性
腸症候群患者にとって、新た
な治療の有力な選択肢になる
でしょう。

TOPICS

リンゼス錠0.25mg

ビームゲン注の用量の見分け方
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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総長

堀田 知光

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.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.24（2015年９月）
国際医療福祉大学教授

上島 国利

No.34（2017年５月）
日本医療政策機構理事

宮田 俊男

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.21 （2015年３月）
眼科三宅病院理事長

三宅 謙作

No.20（2015年１月）
東京慈恵会医科大学教授

大木 隆生

No.19（2014年11月）
滋賀県立成人病センター院長

宮地 良樹

No.18（2014年９月）
三井記念病院院長

髙本 眞一

［タ−ンアップ］
バックナンバーのご紹介

No.31（2016年11月）
新田クリニック院長

新田 國夫

No.32（2017年１月）
岡山大学客員教授

宮島 俊彦

No.33（2017年３月）
東京都健康長寿医療センター長

許 俊鋭

No.30（2016年９月）
藤田保健衛生大学客員教授

鍋島 俊隆



23   

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

在宅医療においては、今までにはなかった
薬局薬剤師の機能が評価されている。評

価を受けた理由はさまざまだが、そのひとつに
処方せんに記載されている以外の患者情報に薬
局薬剤師が触れることで薬剤師の職能が発揮さ
れた点が挙げられるのではないかと思う。しか
し、薬局における医療の多くは外来患者が対象
である。外来に目を向けると、いまだにヘルス
リテラシーが決して高いとは言えない患者にヒ
アリングで病状などを確認している。処方解析
という名の推理に時間を割いている。薬局薬剤
師は、病院が患者情報を開示してくれるのをこ
れからも指をくわえて待つのか。外来もチーム
医療であるべきだと思う。� （H.T.）

今 号の取材で旭俊臣先生のお話をうかがっ
て、休みの日にどこにも出かけず、「家

でダラダラとする生活をあらためないと」と切
実に感じました。このままでは “会社人として
の生活の終了→本格的な引きこもり→認知症”
という展開になりかねません。活動できる何か
を探します。� （K.K.）

旭 俊臣先生の取材で認知症リハビリという
概念があると聞いて多少なりともショッ

クを受けた。行政は認知症の早期発見を言って
いるが、そのあとに想定されているのは、おそ
らく薬物療法だろう。認知症を診るのは精神科
医が多いように見受けられるが、彼らが地域の
施設と連携して認知症リハビリを治療にとり入
れるまでには気が遠くなるような時間が必要に
なると感じた。地域に根ざした薬局薬剤師が、
認知症リハビリの発想を持ち、疑わしい患者が
いたなら、たとえば、本人や家族にデイケアな
どへの参加を促すといった流れができればすば
らしいと思う。� （ほっ）

近 年は、ツバメの巣を見る機会が減った気
がするのですが、自宅近くの駅の構内で

巣づくりしているツバメを見かけ、気持ちがと
ても和みました。� （フク）
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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. 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.26（2016年１月）
日本看護協会会長

坂本 すが

No.27（2016年３月）
昭和薬科大学学長

西島 正弘

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.34（2017年５月）
日本医療政策機構理事

宮田 俊男

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.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. ５ （2012年７月）
CPC代表理事

内山 充

『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 No.33（2017年３月）
東京都健康長寿医療センター長

許 俊鋭
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