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薬剤師の新たな可能性を拓く応援マガジン
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　敷地内薬局は、患者の利便性の向上などの
観点から規制改革会議が薬局の構造上の独立
性について規制緩和を求め、2016 年 10 月１
日から制度として運用され始めた。これを機
に多くの病院が敷地内に薬局を誘致し、全国
各地で敷地内薬局が生まれている。これは、
明らかに医薬分業の流れに逆行したもので、
当然、薬剤師関連団体は猛反対だ。
　しかし、そもそも病院が敷地内薬局を望ん
だのは、医薬分業が当初考えられていたよう
な機能を果たしておらず、地域の薬局のあり
方が期待に沿っていないことが大きな理由で
あると推察できる。だからこそ病院は、規制
が緩和されたとたんに、敷地内に薬局をつく
り出したのだ（本来の趣旨からかけ離れたも
のも実在しているが）。
　であれば我々薬剤師にとっては、反対する
よりも、むしろ敷地内薬局の誕生を真摯に受
け止めたうえで、行政が敷地内薬局を認めた
理由を徹底的に精査し、現在の医薬分業のあ
り方を改善するのに生かしていくことが急務
であろう。

◆　◆　◆　◆　◆

　ただ敷地内薬局が認められてしまった今、
もう逆戻りができないのが現実だ。そこで私

は、発想を転換し、薬剤師関連団体がリード
して敷地内薬局のあるべき姿を構築すること
を提案したい。
　たとえば、敷地内薬局は周辺地域の薬局を
育成する役割を担う存在であると定義し、５
年ないし７年後には解体するものと宣言する
のである。敷地内薬局は、周辺の薬局と協働
し、その質を上げるための指導を手がけ、役
目を終えたら解体する。
　地域の薬局が育てば、本当の意味で患者の
利便性が向上し、地域包括ケアシステムの中
で活躍する薬局薬剤師も増えるはず。医薬分
業の目的達成が導かれるだけでなく、地域で
の薬剤師の存在感の貴重さが示される結果と
なるに違いない。

◆　◆　◆　◆　◆

　医薬分業の本来の目的が、なし崩し的に失
われていくのに対して何もしないのでは、薬
局業界が衰退の一途をたどってしまうのは目
に見えている。もちろん、私が提案したとお
りでなくてもかまわないが、薬剤師関連団体
には、風前の灯火にある医薬分業を復活させ
るための新たな流れをつくる最後のチャンス
の時期にあることを自覚し、早急に行動を起
こしてほしい。

武田 宏『ターンアップ』編集長
（株式会社ファーマシィ代表取締役社長）
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渡した薬がどうなって
いるのかを

患者宅に行き、這い
つくばってでも

探し当て、見届けるの
が薬のプロ。



M Y  O P I N I O N
─────明日の薬剤師へ─────

構成／武田 宏　　取材・文／及川 佐知枝　　撮影／林 渓泉

薬
局
も
機
能
分
化
の
時
代
に

医
師
は
そ
れ
を
使
い
分
け
れ
ば
良
い

　

ど
ん
な
質
問
に
も
簡
潔
に
、
思
わ
ず
う
な
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
的
を
射
た
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
医
療
法
人
社
団
鴻
鵠

会
理
事
長
で
一
般
社
団
法
人
日
本
在
宅
医
療
学
会
（
以
下
、

在
宅
医
療
学
会
）
で
も
理
事
長
を
務
め
る
城
谷
典
保
氏
の
取

材
は
、
実
に
小
気
味
良
い
も
の
だ
っ
た
。
在
宅
医
療
の
連
携

に
お
け
る
薬
剤
師
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
医
薬
分
業
に
つ
い

て
も
造
詣
が
深
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
理
事
長
職
に
あ
り
な

が
ら
、
系
列
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
と
し
て
月
に
１
０
０
名

に
も
上
る
患
者
の
訪
問
診
療
を
行
っ
て
き
た
積
み
重
ね
と
、

在
宅
医
療
学
会
理
事
長
の
立
場
か
ら
在
宅
医
療
の
現
場
の
声

を
医
療
施
策
に
結
び
つ
け
て
き
た
実
績
が
あ
る
。

　

今
回
は
、
約
１
年
半
前
に
オ
ー
プ
ン
し
た
神
奈
川
県
横
浜

市
の
新
横
浜
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
城
谷
氏
を
訪
ね
た
。
ま
だ

間
も
な
い
が
、
地
域
の
保
険
薬
局
（
以
下
、
薬
局
）
と
も
良

好
な
連
携
体
制
を
構
築
し
て
在
宅
医
療
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
短
期
間
で
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
で
き
た
の
か
。

「
同
じ
医
療
法
人
社
団
の
も
と
、
２
０
０
０
年
に
開
院
し
た

横
浜
市
内
に
あ
る
睦
町
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
の
経
験
を
生
か
し
た

お
か
げ
で
す
。
同
院
で
在
宅
医
療
を
始
め
る
際
、
在
宅
患
者

訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
お
願
い
で
き
る
薬
局
を
セ
レ
ク
ト
す

る
た
め
に
、
我
々
は
、
ま
ず
、
地
域
に
あ
る
薬
局
の
リ
ス
ト

を
作
成
し
ま
し
た
。
次
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
て
情
報
を
追

加
、
さ
ら
に
情
報
の
正
確
性
を
図
る
べ
く
、
ま
た
、
ど
ん
な

こ
と
が
で
き
る
の
か
―
―
、
た
と
え
ば
、
医
療
用
麻
薬
を
置

い
て
い
る
か
、
点
滴
が
で
き
る
の
か
な
ど
を
電
話
を
か
け
て

聞
き
、
薬
局
の
概
要
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
あ
る
程
度
し
ぼ
り
込
ん
だ
あ
と
、
実
際
に
い

っ
し
ょ
に
患
者
宅
を
訪
問
し
ま
す
。
す
る
と
、
薬
剤
師
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
や
訪
問
服
薬
指
導
に
ど
れ
く
ら
い
慣
れ
て
い
る

か
な
ど
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
、
最
終
的
に
重
篤

な
患
者
の
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
依
頼
で
き
る
薬

局
を
決
め
、
連
携
体
制
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
す
」

　

な
る
ほ
ど
、
ひ
と
と
お
り
の
経
験
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

新
横
浜
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
薬
局
と
の
連
携
を
円
滑
に
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
だ
。

「
た
だ
、
誤
解
し
て
ほ
し
く
な
い
の
は
、
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
の

薬
局
と
し
か
連
携
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先

ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
し
て
選
ぶ
の
は
、
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
、
重
篤
患
者
へ
の
対
応
が
で
き
る
、
つ
ま
り
在
宅

患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
お
願
い
で
き
る
薬
局
で
す
。

　

そ
れ
が
不
要
な
多
く
の
患
者
さ
ん
の
場
合
に
は
、
処
方
せ

ん
を
ご
本
人
や
ご
家
族
に
渡
し
、
ど
こ
の
薬
局
で
調
剤
し
て

も
ら
う
か
は
お
任
せ
し
て
お
り
、
患
者
さ
ん
を
通
し
た
連
携

関
係
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
病
院
が
急
性
期
と
慢
性
期
の
よ

5



う
に
機
能
分
担
し
て
い
る
の
と
同
様
だ
と
考
え
れ
ば
、
わ
か

り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
我
々
は
、
薬
局
を
機
能
に
よ
っ
て
使

い
分
け
て
い
ま
す
」

　

う
ま
い
た
と
え
だ
。
全
薬
局
が
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
の
必
要
は

な
い
。
多
様
な
方
針
の
薬
局
が
あ
る
の
が
当
た
り
前
、
要
は

地
域
で
機
能
分
担
で
き
て
い
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。

職
能
団
体
と
し
て
集
ま
り
、
緊
急
時
に

対
応
す
る
拠
点
を
地
域
に
ひ
と
つ
で
も

　

在
宅
患
者
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
昨
今
、
薬
剤
師
の
緊

急
時
の
体
制
づ
く
り
の
急
務
が
言
わ
れ
て
い
る
。
医
師
や
看

護
師
の
緊
急
時
の
対
応
に
目
を
や
る
と
、
う
ま
く
い
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
各
医
師
会
や
日
本
看
護
協
会
の
貢
献
が
大
き

い
よ
う
に
見
え
る
。「
薬
剤
師
の
職
能
団
体
が
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
と
れ
ず
、
体
制
づ
く
り
が
進
ま
な
い
の
で
は
？
」
と

問
う
と
、
城
谷
氏
は
笑
い
な
が
ら
鋭
く
指
摘
す
る
。

「
そ
れ
は
、
個
々
の
薬
剤
師
の
問
題
で
あ
り
、
団
体
や
組
織

の
問
題
に
す
り
替
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

　

ま
さ
し
く
正
論
で
、
視
野
の
狭
い
質
問
を
後
悔
し
た
。

「
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
の
意
識
を
持
っ
た
薬
剤
師
が
集

ま
り
、
地
域
に
ひ
と
つ
か
２
つ
、
緊
急
時
に
対
応
す
る
拠
点

を
つ
く
れ
ば
解
決
し
ま
す
。
薬
剤
師
が
集
ま
る
の
を
リ
ー
ド

す
る
の
は
、
薬
剤
師
会
、
あ
る
い
は
薬
局
経
営
者
、
有
志
の

薬
剤
師
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ

ー
ス
で
誰
か
が
調
整
す
れ
ば
い
い
の
で
す
」

　
「
そ
の
調
整
役
を
果
た
す
『
誰
か
』
を
、
考
え
る
の
が
い

ち
ば
ん
の
難
儀
」。
思
わ
ず
漏
ら
す
と
、
城
谷
氏
に
一
喝
入

れ
ら
れ
た
。

「
何
を
甘
え
た
こ
と
を
。
そ
れ
を
考
え
る
の
も
薬
剤
師
自
身

に
決
ま
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
地
域
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
薬
剤
師
が
適
切
な
『
誰
か
』

を
考
え
る
の
が
得
策
で
す
。
も
し
か
し
て
、
官
僚
と
か
医
師

な
ど
に
考
え
ろ
と
言
う
の
で
す
か
？
自
分
た
ち
に
課
せ
ら
れ

た
職
責
を
果
た
す
た
め
の
シ
ス
テ
ム
は
、
自
分
た
ち
で
効
率

良
く
つ
く
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
薬
剤
師
に
は
、
受
け
身

で
は
な
く
、
も
っ
と
自
ら
動
い
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
」

　

と
こ
ろ
で
城
谷
氏
は
、
職
能
団
体
の
話
が
出
た
の
を
受
け

て
、
薬
剤
師
の
職
能
団
体
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
薬
剤
師
会

に
つ
い
て
「
地
域
で
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
」
と

話
し
て
く
れ
た
。

「
た
と
え
ば
、
僕
が
以
前
、
東
京
女
子
医
科
大
学
八
千
代
医

療
セ
ン
タ
ー
の
副
院
長
職
に
あ
っ
た
と
き
、
病
院
の
横
に
一

般
社
団
法
人
八
千
代
市
薬
剤
師
会
が
、
八
千
代
市
薬
剤
セ
ン

タ
ー
を
独
自
に
設
立
し
て
く
れ
、
大
い
に
助
か
り
ま
し
た
」

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
夜
間
調
剤
を
含
む
24
時
間
、
年
中
無
休

で
処
方
せ
ん
の
調
剤
を
受
け
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

緊
急
時
の
対
応
策
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
の
薬
剤

師
が
他
人
ご
と
に
せ
ず
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
た

先
に
解
決
の
道
が
あ
る
の
だ
。

物
流
革
命
に
よ
り
処
方
せ
ん
が

大
規
模
薬
局
に
集
ま
る
の
は
必
然

　

さ
て
、
賛
否
両
論
あ
る
医
薬
分
業
、
激
し
さ
を
増
す
薬
局

バ
ッ
シ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
ど
ん
な
見
解
を
示
し
て
く
れ
る
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の
だ
ろ
う
。

「
医
薬
分
業
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
大
規
模
な
薬
局
チ
ェ
ー
ン

は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
厚
生
省
（
当
時
）
が
院
外

処
方
の
調
剤
料
を
高
く
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
当
初
、
家
族

経
営
な
ど
で
や
っ
て
い
た
零
細
な
薬
局
が
恩
恵
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
と
の
考
え
か
ら
。
し
か
し
、
大
手
の
門
前
薬
局
が

規
模
を
拡
大
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
高
収
入
が
入
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

そ
こ
に
民
間
企
業
が
目
を
つ
け
な
い
は
ず
は
な
く
、
好
立

地
の
場
所
に
競
う
よ
う
に
し
て
薬
局
を
開
き
、
効
率
良
く
調

剤
を
し
た
の
で
、
当
然
な
が
ら
彼
ら
の
利
益
は
上
昇
し
て
い

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
医
薬
分
業
で
医
療
費
が
削
減
さ
れ
る

と
の
行
政
の
思
惑
は
は
ず
れ
、
服
薬
指
導
に
対
す
る
国
民
の

満
足
度
も
上
が
ら
ず
、
結
局
、
薬
局
の
ひ
と
り
勝
ち
。
薬
局

へ
の
風
当
た
り
が
強
く
な
る
の
も
う
な
ず
け
ま
す
」

　
「
で
も
、
ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と

彼
は
つ
づ
け
る
。

「
今
、
町
の
商
店
街
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
顧

客
は
大
規
模
ス
ー
パ
ー
に
と
ら
れ
て
し
ま
い
、
多
く
は
シ
ャ

ッ
タ
ー
街
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
価
格
の
安
さ
、
品
ぞ

ろ
え
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
対
応
な
ど
で
、
と
て
も
勝
ち
目
が

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

薬
剤
も
流
通
す
る
商
品
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
物
流
革
命

に
よ
り
処
方
せ
ん
が
大
手
薬
局
チ
ェ
ー
ン
に
集
ま
る
の
は
、

時
代
の
必
然
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
現
象
と
言
え
な
い
こ

と
も
な
い
。
だ
か
ら
僕
は
、
薬
局
を
経
営
し
て
い
る
企
業
を

バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

非
難
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
、

や
ら
な
か
っ
た
、
薬
剤
師
。
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
動

す
る
中
、
自
分
た
ち
が
合
わ
せ
て
進
化
す
る
努
力
も
せ
ず
、

企
業
の
参
入
を
見
物
し
て
い
た
人
々
で
す
」

現
在
の
在
宅
医
療
は
、
今
や

I
C
T
な
く
し
て
は
語
れ
な
い

　

在
宅
医
療
の
連
携
（【
資
料
１
】）
の
チ
ー
ム
に
入
る
に
あ

た
り
、
薬
剤
師
が
知
っ
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
と
言
う
。

「
在
宅
医
療
と
い
う
と
、
医
師
が
、
自
転
車
や
バ
イ
ク
で
診

【資料1】在宅医療の連携

急性期病院

保険薬局

訪問看護ステーション

在宅療養支援診療所

居宅介護支援事業所

デイサービス
デイ・ケア

訪問入浴サービス

訪問介護事業所

ショートステイ

地域包括ケア病棟

介護
医療

福祉

一般病院

在宅医療
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療
鞄
を
持
っ
て
患
者
宅
を
訪
問
す
る
姿
を
想
像
す
る
方
も
、

い
ま
だ
多
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
（
地
方
で
は
そ
う
い
う

姿
を
最
近
で
も
見
か
け
ま
す
が
）、
現
在
の
在
宅
医
療
は
I

C
T
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
昔
の
在
宅
医
療
と

は
概
念
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

I
C
T
に
は
大
き
く
分
け
て
２
通
り
の
機
能
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
患
者
さ
ん
が
自
宅
で
心
電
図
や
酸
素
モ
ニ
タ
ー

で
測
っ
た
数
値
な
ど
の
生
体
情
報
が
、
我
々
の
と
こ
ろ
に
送

ら
れ
て
き
て
、
来
院
し
な
く
て
も
経
過
観
察
を
可
能
に
す
る

機
能
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
医
師
や
看
護
師
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や

薬
剤
師
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
簡
単
に
患
者
情
報
を
共
有
で
き

る
よ
う
に
す
る
機
能
で
す
。
少
し
大
げ
さ
な
表
現
で
す
が
、

仮
想
で
は
あ
る
も
の
の
地
域
を
ひ
と
つ
の
病
院
の
よ
う
に
で

き
ま
す
」

　

新
横
浜
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
、『
チ
ー
ム
港
北
ネ
ッ
ト
』

と
称
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
在
宅
医
療
を
手
が
け

る
複
数
の
医
師
で
創
設
し
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
職
種
の
ス

タ
ッ
フ
が
、
患
者
の
状
態
や
気
づ
い
た
点
な
ど
を
S
N
S
の

よ
う
に
書
き
込
み
、
議
論
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
か
。

在
宅
医
療
は
、
今
や
最
先
端
の
技
術
が
用
い
ら
れ
る
も
の
。

地
域
包
括
ケ
ア
を
支
え
る
の
も
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
（【
資
料
２
】）
の
時
代
、
薬
剤
師
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
へ
の
理
解

が
必
須
の
よ
う
だ
。

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
は

薬
剤
師
に
全
面
的
に
任
せ
よ

「
も
っ
と
薬
剤
師
に
し
て
ほ
し
い
仕
事
は
あ
り
ま
す
か
？
」

　

尋
ね
て
す
ぐ
に
、
愚
問
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

「
僕
ら
は
薬
剤
師
が
ど
こ
ま
で
何
を
で
き
る
か
を
知
ら
な
い

し
、
仕
事
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
能
力
に
よ
っ

て
分
担
さ
れ
て
い
く
の
で
、『
自
分
た
ち
は
薬
の
専
門
家
で
、

【資料2】地域包括ケアを支える情報ネットワークシステム

急性期病院 多職種連携ネットワーク

見守り支援システム

訪問看護、薬局

ケアマネジャー 家族

地域中核病院

在宅医、家庭医介護スタッフ

患者、被介護者
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こ
へ
行
く
か
を
知
ら
な
い
と
い
う
薬
剤
師
は
、
僕
か
ら
見
れ

ば
、
薬
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　

と
て
も
厳
し
い
発
言
だ
が
、
不
思
議
と
胸
に
ス
ト
ン
と
落

ち
て
く
る
。
城
谷
氏
の
主
張
は
、「
薬
剤
師
よ
、
プ
ロ
フ
ェ

ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
れ
」
と
の
大
い
な
る
期
待
に
満
ち
て
い
る

た
め
だ
ろ
う
。

「
在
宅
訪
問
を
し
て
服
薬
指
導
を
し
な
い
薬
剤
師
は
患
者
さ

ん
が
本
当
に
薬
を
飲
ん
だ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、

医
師
が
処
方
せ
ん
を
出
し
て
患
者
さ
ん
は
指
示
ど
お
り
に
服

薬
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
と
似
た
よ
う
な
も
の
。

そ
れ
で
は
、
薬
剤
師
と
は
と
て
も
呼
べ
な
い
で
す
ね
」

　

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
概
念
図
に
当
初
、
薬
剤
師
の
名
前
が
な
か
っ
た
の
は
、
在

宅
医
療
に
お
い
て
薬
剤
師
は
患
者
宅
に
薬
剤
を
届
け
る
程
度

の
働
き
し
か
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
城
谷

氏
の
話
す
よ
う
に
、
薬
剤
師
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の

自
覚
、
薬
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
自
分
た
ち
に
責
任
が
あ
る

と
の
意
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

「
医
師
の
指
示
待
ち
の
薬
剤
師
は
、
次
第
に
不
要
に
な
っ
て

い
く
の
は
必
定
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
薬
は
私
た
ち
の
領
域

だ
と
の
プ
ラ
イ
ド
を
た
ず
さ
え
、
医
師
と
対
等
に
情
報
交
換

を
し
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
れ
る
薬
剤
師
が
当

た
り
前
に
な
る
は
ず
で
す
」

　

薬
剤
師
は
処
方
せ
ん
ど
お
り
に
患
者
に
薬
を
渡
す
の
は
も

ち
ろ
ん
、
最
終
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
這
い
つ
く
ば

っ
て
で
も
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
、
初
め
て
薬
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
れ
る
。

　

城
谷
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
読
み
、
数
々
の
言
葉
を
心
に

刻
ん
で
働
く
薬
剤
師
が
き
っ
と
増
え
て
い
く
に
違
い
な
い
。

こ
の
業
務
が
で
き
る
か
ら
、
や
ら
せ
て
ほ
し
い
』
と
、
薬
剤

師
に
は
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

業
務
の
範
囲
を
広
げ
て
い
け
ば
、
行
政
に
対
し
て
診
療
報

酬
で
の
評
価
を
訴
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
で
は
、
医
療
機
関
と
薬
局
に
保
険
点

数
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
り
薬
局
が
点
数
を

得
ら
れ
る
仕
組
み
を
薬
剤
師
が
つ
く
っ
て
成
果
を
あ
げ
て
い

け
る
、
あ
げ
て
い
く
べ
き
分
野
で
す
」

　

２
０
１
６
年
度
に
施
行
さ
れ
た
診
療
報
酬
改
定
で
は
、
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
患
者
に
対
し
て
、
減
薬
に
つ
な
が
る
加
算

が
新
設
さ
れ
、
医
療
機
関
に
は
、
減
薬
の
実
施
で
薬
剤
総
合

評
価
調
整
加
算
や
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管
理
料
が
算
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
薬
局
に
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
重
複
投

与
・
相
互
作
用
等
防
止
加
算
が
あ
り
、
さ
ら
に
２
０
１
８
年

度
の
改
定
で
は
、
減
薬
に
か
か
わ
っ
た
場
合
に
服
用
薬
剤
調

整
支
援
料
も
算
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
は
薬
剤
師
よ
り
も
医
師
が
減
ら
せ
る

と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
違
う
。
ポ
リ
フ
ァ

ー
マ
シ
ー
は
、
薬
剤
師
に
こ
そ
、
減
少
さ
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
薬
の
こ
と
で
す
の
で
。

　

医
師
は
処
方
は
し
ま
す
が
、
以
降
、
処
方
せ
ん
を
も
ら
っ

て
患
者
さ
ん
に
薬
を
渡
す
の
は
薬
剤
師
。
な
ら
ば
、
そ
の
薬

が
ど
う
な
る
か
を
突
き
止
め
る
の
は
、
薬
剤
師
の
仕
事
だ
と

思
わ
な
い
と
。
薬
を
出
し
た
か
ら
に
は
、
最
後
ま
で
追
い
か

け
ろ
と
言
い
た
い
。
極
論
、
薬
剤
師
は
、
患
者
さ
ん
の
自
宅

へ
行
き
、
這
い
つ
く
ば
っ
て
探
し
て
で
も
薬
を
見
つ
け
、
最

終
的
な
行
き
先
を
把
握
す
べ
き
。
薬
剤
師
が
そ
こ
ま
で
す
れ

ば
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
問
題
は
解
決
し
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
だ
け
薬
の
効
能
を
伝
え
て
渡
し
、
そ
の
薬
が
ど
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獺祭 焼酎

　昨今の日本酒ブームで有名になったものの代表
格が、山口県にある旭酒造株式会社がつくる『獺

だっ

祭
さい

』だろう。あまりの人気で、東京の銀座や京橋
に『獺祭バー』なるものまでできた。その獺祭に
日本酒のほかに『獺祭 焼酎』があるのを城谷典
保氏から聞いて初めて知った。城谷氏は、最近行
った食事処で飲んでからファンとなり、外でお酒
を所望するときは、お店にあれば必ず頼むように
なったという。

❖
　『獺祭 焼酎』は日本酒の獺祭をつくる過程の副
産物で発生する酒粕のみを原材料として使ってつ
くられている粕取り焼酎だ。アルコール度数は、
一般的な焼酎より高く 39 度（以前は、35 度の
ものが主流）。それでも城谷氏は、無類のお酒好
きのようで、最初の２杯までは、じっくり味を楽
しむためロックで飲み、以降は、あまり酔わない
よう水や炭酸水で割って飲むようにしていると話
してくれた。

❖
　早速、筆者は通販で購入。以前は、旭酒造のウ
ェブサイトから 720ml が 3,000 円ほどで買えた
そうだが、生産量が限られているせいか、現在は
置いておらず、プレミアがついて 5,000 ～ 6,000
円前後で流通している。焼酎としては、かなり高
額な部類だ。
　しかし、栓を開けた瞬間に城谷氏がファンにな
った理由と高額で流通している理由の２つに納得
がいった。焼酎でも芋や麦を原料とするものは、
独特の強い癖のある香りがして、米を原料とする
ものは、あまり香りがしない感があるが、『獺祭 
焼酎』からは、かぐわしい香りが漂ってきた。

❖
　前述したとおりアルコール度数が高く、味わい
はかなり甘めで濃いため、普通のお酒好きの方に
は、水割りで飲むのをおすすめしたい。筆者は酒
豪であるので、城谷氏と同様にロックでいただい
た。飲み口は、やはり普通の焼酎とは一線を画し
た、日本酒の獺祭ともまったく違うもの。
　一般的に焼酎は、居酒屋料理や焼き肉など、濃
いめの味の食事に合わせられる傾向があるが、ど
ちらかというと甘口で上品な『獺祭 焼酎』は、
水割りにすれば繊細な和食とも相性が良さそうで
ある。そうした際には、ワイングラスのようなち
ょっとおしゃれなグラスが似合うだろう。
　もしやと思い、ほかの有名な日本酒の酒蔵でも
粕取り焼酎をつくっているところがあるのではな
いかと調べてみたところ、意外と多くの種類があ
るとわかった。ぜひ、これから、少しずつ試して
みたい。
　思いもしなかった焼酎の存在を教えてくれた城
谷氏に感謝。

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。

獺祭 焼酎
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治
験
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
思
い
が

忘
れ
て
は
い
け
な
い
被
験
者
の

願
い
を
学
生
た
ち
に
知
ら
し
め
る

構成／『ターンアップ』編集長：武田 宏

生物学的製剤や分子標的薬など高度な医薬品が次 と々開発されてい
る現在、治験にたずさわる薬剤師には、治験実施計画書（プロトコー
ル）に定められた内容を十分に理解することが、これまで以上に重要に
なってきた。そのような中、荒川基記氏は、被験者保護のあり方など
の研究倫理も踏まえて治験実施計画書を正しく読み解き、被験者の医
薬品開発に対する純粋な願いに寄り添って安全に治験を実施する術を
身につけるには、座学の講義だけでは不足だと考え、薬学部で治験
に関する実践的な演習をとり入れた独自の教育プログラムを展開中だ。

荒川 基記
日本大学薬学部医薬品評価科学研究室専任講師

あらかわ・もとき
1996年日本大学薬学部生物薬学科卒業。1998年日本大学大学院薬学研究科博士前期課程修了、東京大学
医学部附属病院分院薬剤部研修生、東京大学医学部附属病院分院薬剤部非常勤職員。1999年社会福祉法人
三井記念病院薬局。2000年共立薬科大学（現・慶應義塾大学薬学部）実務薬学講座助手。2001年共立薬科
大学附属薬局（現・慶應義塾大学薬学部附属薬局）勤務薬剤師兼務。2002年日本大学薬学部薬理学研究室
助手。2006年日本大学医学部附属板橋病院薬剤部出向。2007年薬学博士。2008年日本大学薬学部薬剤師
教育センター専任講師として復帰。2011年日本大学薬学部医薬品評価科学研究室に組織変更。現在にいたる

編 集 長
対 談 OV O I C E
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研
究
倫
理
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め

グ
ル
ー
プ
ディス
カ
ッ
シ
ョン
を
中
心
に

据
え
た
演
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
発
想

―
―
荒
川
先
生
は
、
薬
剤
師
が
治
験
に
た
ず
さ

わ
る
際
に
必
要
な
知
識
や
姿
勢
を
身
に
つ
け
ら

れ
る
よ
う
独
自
の
教
育
を
行
わ
れ
て
い
る
と
う

か
が
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
教

育
に
着
手
さ
れ
た
の
か
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

荒
川　

背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
２
０
０
６
年
度

の
薬
学
教
育
６
年
制
の
開
始
に
と
も
な
っ
て
策

定
さ
れ
た
薬
学
教
育
モ
デ
ル
・
教
育
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
で
し
た
。
そ
の
中
で
設
定
さ
れ
た
「
医
薬

品
の
教
育
と
開
発
」
で
は
、
治
験
の
意
義
と
業

務
、
治
験
に
お
け
る
薬
剤
師
の
役
割
を
学
習
す

る
と
定
め
ら
れ
、
臨
床
研
究
を
研
究
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
て
い
た
私
が
、
研
究
倫
理
に
関
す
る
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
と
実
施
を
手
が
け
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
研
究
の
実
務
的
な
部
分
な
ら
ま
だ
し
も
、

倫
理
教
育
を
ど
う
行
う
か
は
難
し
い
課
題
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

荒
川

　
治
験
の
仕
組
み
を
学
ぶ
だ
け
な
ら
座
学

の
講
義
で
事
足
り
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
被

験
者
の
思
い
を
含
め
た
研
究
倫
理
に
ま
で
及
ぶ

と
な
る
と
、
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
思
い
ま
し

た
。
で
は
、
ど
ん
な
方
法
が
良
い
の
か
―
―
。

当
時
、
い
っ
し
ょ
に
講
義
を
担
当
し
て
い
た
濃

沼
政
美
先
生
（
現
・
帝
京
平
成
大
学
教
授
）
と

と
も
に
考
え
、
た
ど
り
つ
い
た
の
が
、
丸
１
日

か
け
て
行
う
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

中
心
に
据
え
た
演
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
た
。

　

２
０
０
９
年
度
に
実
施
し
た
当
初
は
、
４
年

生
を
対
象
と
し
た
事
実
上
の
必
修
科
目
で
し
た

が
、
２
０
１
７
年
度
以
降
は
、
薬
学
教
育
モ
デ

ル
・
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
定
に
と
も
な
い

３
年
生
を
対
象
と
し
た
選
択
科
目
と
な
っ
て
規

模
が
縮
小
し
た
も
の
の
、
演
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

内
容
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
現
在
も

継
続
し
て
い
ま
す
。

治
験
の
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

 「
根
っこ
」の
部
分
を
仮
想
の

被
験
者
への
同
意
説
明
で
学
ぶ

―
―
演
習
の
詳
細
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

荒
川　

仮
想
の
治
験
実
施
計
画
書
や
同
意
説
明

文
書
を
題
材
に
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
中
心
と
し
た
演
習
を
行
い
ま
す
。

　

午
前
中
は
、
治
験
実
施
計
画
書
の
理
解
が

テ
ー
マ
で
す
。
治
験
実
施
計
画
書
は
、
治
験
を

企
画
し
た
製
薬
企
業
が
作
成
し
、
そ
れ
に
則
し

て
医
療
機
関
が
治
験
を
実
施
す
る
の
で
、
本
演

習
で
は
、
学
生
を
「
製
薬
企
業
」
と
「
実
施
医

療
機
関
」
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
う
え
で
、
仮

想
の
治
験
実
施
計
画
書
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
、
治
験
実
施
計
画
書
に
書
か
れ
て

い
る
記
載
項
目
を
重
要
性
の
高
い
も
の
か
ら
順

に
並
べ
て
も
ら
い
ま
す
。

―
―
す
べ
て
の
治
験
は
G
C
P
省
令
に
の
っ
と

っ
て
お
り
、
治
験
実
施
計
画
書
も
そ
れ
に
も
と

づ
い
て
作
成
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
客
観
的
な
も
の

で
す
か
ら
、
重
要
性
の
順
位
が
グ
ル
ー
プ
で
異

な
る
と
は
考
え
づ
ら
い
で
す
が
―
―
。

荒
川　

と
こ
ろ
が
、
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
回

答
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

　

製
薬
企
業
側
の
学
生
は
、
治
験
の
目
的
や
方

法
、
つ
ま
り
医
薬
品
を
評
価
す
る
う
え
で
必
要

な
項
目
を
上
位
に
挙
げ
る
。
一
方
、
実
施
医
療

機
関
側
の
学
生
は
、
被
験
者
保
護
に
か
か
る
項

目
、
た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
副
作
用
が
起
こ

り
え
る
か
、
副
作
用
が
起
き
た
際
の
補
償
は
ど

う
な
る
の
か
な
ど
、
研
究
倫
理
に
か
か
わ
る
項

目
を
上
位
に
挙
げ
る
の
で
す
。

―
―
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い

る
は
ず
の
治
験
実
施
計
画
書
な
の
に
、
そ
の
よ

う
な
結
果
と
な
る
の
で
す
ね
。

荒
川　

先
行
す
る
授
業
で
治
験
の
必
要
性
や
被

編 集 長
対 談 OV O I C E
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験
者
保
護
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
点
も
結
果

に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
本
演
習
は
、
多
様
な
見
方
で
順
位
づ

け
を
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
通
じ
て
、
学
生
た

ち
が
、
治
験
実
施
計
画
書
に
ど
の
よ
う
な
項
目

が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
各
々
の
項
目
が
治
験

の
中
で
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
な
ど

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て

お
り
、
学
生
が
出
す
結
論
に
優
劣
は
つ
け
て
い

ま
せ
ん
。
ど
の
項
目
も
す
べ
て
重
要
で
あ
る
と

最
後
に
し
っ
か
り
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

―
―
午
後
の
演
習
内
容
は
？

荒
川　

被
験
者
保
護
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
、
仮

想
の
被
験
者
へ
治
験
の
同
意
説
明
を
行
う
演
習

を
し
ま
す
。

　

ま
ず
学
生
に
は
、
仮
想
の
同
意
説
明
文
書
と

そ
れ
に
対
し
被
験
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
と
す
る

想
定
質
問
を
20
ほ
ど
提
示
。
そ
れ
ら
の
中
で
、

被
験
者
が
治
験
に
同
意
す
る
う
え
で
重
要
視
す

る
質
問
の
順
位
づ
け
を
各
人
で
行
い
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
で
５
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
な
が
ら
前
述
の

想
定
質
問
群
の
中
か
ら
被
験
者
が
回
答
を
得
た

い
と
願
う
で
あ
ろ
う
質
問
を
３
つ
選
択
。
さ
ら

に
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
や
は
り
被
験
者
の
立
場

に
立
ち
、
今
度
は
独
自
の
質
問
を
２
つ
考
え
、

全
部
で
５
つ
の
質
問
を
共
有
し
ま
す
。

　

次
に
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
共
有
し
て
い
る
質
問

を
他
グ
ル
ー
プ
と
交
換
し
、
他
グ
ル
ー
プ
か
ら

渡
さ
れ
た
質
問
に
対
し
、
グ
ル
ー
プ
で
治
験
責

任
医
師
と
し
て
の
回
答
を
考
え
た
り
、
他
グ

ル
ー
プ
か
ら
の
回
答
を
被
験
者
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
る
か
を
討
議
を
し
ま
す
。

―
―
非
常
に
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
に
な
り
そ
う
で
す
。

荒
川　

確
か
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
盛
り
上

が
り
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
演

習
は
自
分
の
意
見
の
正
当
性
を
競
う
も
の
で
は

な
い
し
、
被
験
者
を
説
得
す
る
よ
う
な
間
違
っ

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け

る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
、
学
生
に
認
識
さ

せ
る
配
慮
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

実
際
に
は
、
丁
寧
に
、
誠
実
に
治
験
内
容
を

説
明
し
て
も
同
意
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
被

験
者
の
気
持
ち
次
第
で
す
。
演
習
の
主
目
的
は

研
究
倫
理
を
守
り
な
が
ら
正
確
か
つ
正
直
に
、

被
験
者
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

す
べ
て
の
医
薬
品
は

被
験
者
の
尊
い
協
力
に
よ
っ
て

世
の
中
に
生
み
出
さ
れ
てい
る

―
―
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
大
人

数
の
学
生
た
ち
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
の
は

た
い
へ
ん
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

荒
川　

当
初
、
私
と
濃
沼
先
生
の
２
人
だ
け
で

演
習
を
担
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
フ
ォ
ロ
ー
が

十
分
に
し
き
れ
ず
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
結
果
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
状
況
を
、
実
際
に
医
療
機
関
で
治
験

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
医
師
や
治
験
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
、
製
薬
企
業
側
の
医
薬
品
開
発
担
当

者
な
ど
の
方
々
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
本
演
習

の
趣
旨
に
賛
同
し
協
力
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
学
生
は
疑
問
に
思
っ
た
と
き

に
身
近
に
相
談
で
き
る
治
験
の
プ
ロ
が
い
て
、

先
生
方
は
教
育
的
な
観
点
か
ら
学
生
に
コ
メ
ン

ト
を
出
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
熱
気
を
帯
び
、
得
ら
れ
た
結

果
は
企
画
の
意
図
を
十
分
に
反
映
し
た
も
の
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
教
育
の
質
を
担
保
す

る
う
え
で
も
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
ま
す
。

―
―
本
演
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
研
究
倫
理
の
理

解
と
い
う
学
習
到
達
度
の
評
価
が
し
に
く
い
分

野
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
個
別
の
演
習
の
ね

ら
い
は
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
演
習
の

最
終
的
な
ゴ
ー
ル
は
、
ど
こ
に
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
す
か
？

荒
川　

被
験
者
が
治
験
に
参
加
し
て
く
れ
た
か
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ら
こ
そ
、
目
の
前
に
あ
る
医
薬
品
が
存
在
し
て

い
る
と
の
事
実
を
、
学
生
た
ち
が
心
か
ら
理
解

し
て
く
れ
れ
ば
ゴ
ー
ル
で
す
。

　
当
研
究
室
は
、「
医
薬
品
の
価
値
を
判
断
で

き
る
薬
剤
師
の
育
成
」
を
使
命
と
し
て
お
り
、

学
生
た
ち
に
は
、
医
薬
品
の
効
能
や
副
作
用
は

も
ち
ろ
ん
、
医
薬
品
は
被
験
者
の
「
良
い
薬
を

社
会
に
出
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
尊
い
思
い
に

支
え
ら
れ
て
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
、

別
の
側
面
か
ら
も
医
薬
品
の
価
値
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

 「
あ
れ
？
」と
い
う
違
和
感
を

抱
け
る
感
性
を
磨
き

臨
床
研
究
に
ま
で
つ
な
げ
る

―
―
医
薬
品
の
価
値
を
判
断
で
き
る
薬
剤
師
と

の
お
話
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
薬
局
薬
剤
師
が

医
薬
品
の
価
値
を
判
断
す
る
高
い
能
力
を
持
つ

に
は
何
が
必
要
な
の
か
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

荒
川

　
毎
日
、
現
場
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々

で
す
の
で
、
通
常
の
実
務
を
こ
な
す
の
に
十
分

な
病
識
や
薬
識
は
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

　
あ
え
て
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
患
者
の
話
を

聞
き
つ
つ
処
方
せ
ん
を
目
の
前
に
し
た
と
き
、

「
あ
れ
？
何
か
お
か
し
く
な
い
か
？
」
と
違
和

感
を
抱
け
る
感
性
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
そ

う
し
た
感
性
が
、
患
者
に
と
っ
て
の
薬
効
や
副

作
用
な
ど
の
医
薬
品
の
価
値
を
判
断
す
る
う
え

で
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

―
―
そ
の
よ
う
な
感
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

磨
け
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

荒
川

　
薬
局
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
だ
け
で
は

ダ
メ
で
、
い
ち
ば
ん
の
近
道
は
外
部
に
い
る
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
い
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
学
会
や
薬
剤
師
会
の
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
参

加
し
、
た
だ
傍
聴
す
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的

に
意
見
交
換
を
す
れ
ば
、
視
野
が
広
が
り
、
感

性
も
磨
か
れ
ま
す
。

―
―
現
場
で
「
あ
れ
？
」
と
疑
問
を
持
つ
こ
と

は
臨
床
研
究
の
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
す
ね
。

荒
川

　
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
す
。
残
念
な
が

ら
現
状
で
は
、
薬
局
で
の
臨
床
研
究
の
数
は
伸

び
悩
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
原
因
の
ひ

と
つ
に
は
、
薬
剤
師
に
臨
床
研
究
の
経
験
や
知

識
が
乏
し
く
、
臨
床
研
究
の
計
画
立
案
も
難
し

く
て
倫
理
審
査
委
員
会
の
審
査
を
通
過
で
き
な

い
、
そ
も
そ
も
職
場
に
臨
床
研
究
を
相
談
で
き

る
相
手
が
お
ら
ず
、
部
署
も
設
置
さ
れ
て
い
な

い
、
外
部
の
倫
理
審
査
委
員
会
事
務
局
に
相
談

し
に
く
い
等
の
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

―
―
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
患
者
が
訪
れ
る
薬
局

に
は
、
臨
床
研
究
の
シ
ー
ズ
が
無
数
に
あ
る
の

に
、
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。

荒
川

　
そ
こ
で
、
特
に
薬
局
経
営
者
の
方
々
に

は
、
薬
局
薬
剤
師
の
先
生
に
臨
床
研
究
に
関
す

る
学
習
の
機
会
を
提
供
し
た
り
、
薬
剤
師
会
な

ど
に
あ
る
倫
理
審
査
委
員
会
と
連
携
す
る
な
ど

し
て
臨
床
研
究
の
実
施
体
制
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
薬
局
で
臨

床
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
医
療
に
貢
献
で
き
ま
す

し
、
薬
局
と
薬
局
薬
剤
師
の
社
会
的
価
値
を
高

め
る
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

『ターンアップ』編集長
武田 宏（たけだ・ひろむ）
製薬会社勤務を経て渡米し、現
地で薬剤師が市民から尊敬され
る職業であると知って、感銘を受
ける。1976年保険薬局の株式会
社ファーマシィを設立、代表取締
役に就任。現在、医師向け情報
誌『Primaria』の発行人を兼務

編 集 長
対 談 OV O I C E
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第4回 作・画／株式会社ファーマシィ 森 聡子在
4

宅薬剤師
4 4 4 4

私が初めて医師の往診に同行した際には、何を持って
いき、何をすればいいのか見当もつかず戸惑うばか

りでした。今回登場の主任も、最初は患者宅で適切な太さ
の注射針を選べなかったり、輸液ルートについての医師の
質問に答えられなかったりと悔しい思いをしたそうです。
医師から「そんなことも習わなかったの？」といった顔を

されるのは、自分の未熟さを痛感させられ、なかなかこた
えるものです。しかし、その経験を通じ、在宅医療にたず
さわる薬剤師として何が不足していて、何を学ぶべきなの
かがわかってきます。いまだに少し緊張する往診への同行
ですが、自分に足りない点に気づくことができ、医療者と
して成長する喜びがあると感じています。

も
り
の
薬
局
の

メ
ン
バ
ー
は

薬
剤
師
２
名

事
務
１
名

で
す
。

今
回
は

こ
の
人
の

体
験
談
で
す
。

薬
剤
師
さ
ん
て

こ
う
い
う
の
は
学
校
で

習
え
へ
ん
ね
ん
な
あ
。

し
か
し

行
っ
て

良
か
っ
た
。

医
療
材
料
の

勉
強
を

し
ま
し
ょ
う
。

医
師
と
現
場
で

お
話
し
す
る
と

何
を
学
べ
ば
い
い
か

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
針

ダ
メ
な
や
つ
や
で
。

へ
こ
み

ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
な
ぐ

ル
ー
ト
は
？

帰
還

初
往
診

同
行
！
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の社会資源とは、例を挙げれば、近所の床屋さんやコンビ
ニの店員さんまで含みます。私たちは、何気ない日常生活
の延長線上にあるものから、可能性があれば地域丸ごとを
支援の手段としてケアプランに盛り込んでいくのです。も
はやケアプランにおいては医療、介護、地域の人々はチー
ムであり、こうした意味でも薬剤師がケアプランの中で機
能しないということはありえません。薬剤師の皆さんは、
ケアプランに高いハードルを感じる必要はないのです。

■介護サービスの最前線の状況を聞いて驚いた。では奥村
氏は実際、薬剤師とどのように連携しているのだろう。

奥村　さまざまな連携のかたちがありますが、サービス担
当者会議で多職種と話し合う中で、服薬状況に不安がある
などの結論にいたった際に医師とも相談のうえ、薬剤師に
依頼するのが一般的です。通常は、かかりつけ薬局に依頼
しますが、重篤な方、たとえば、がんで疼痛治療が必要で
あれば、医師の指示を仰いで医療用麻薬に対応できる薬局
に訪問してもらえるよう手配をします。

ほかの職種は薬剤師の職能を知らない
だからコミュニケーションが大切

■薬剤師が在宅で果たす役割と言えば、当然、服薬指導が
思い浮かぶが、奥村氏は、ほかにも力を発揮できる場面が
あると話す。

奥村　たとえば、胃ろう造設後に退院して自宅に戻ること
になったある方は、実は経済的な理由から自費での経管栄
養剤の継続購入が困難であるとわかり、あわてて保険適用
になる製品を手配したことがありました。薬剤師の皆さん
には、常に薬剤や栄養剤に関する最新の情報にアンテナを
張り、経済的な負担面なども含め、利用者にとって最適な
選択や情報提供をしていただけると本当に助かります。

■薬剤師は、薬の効能や副作用などを注視しがちだが、在
宅では、もっと幅広い視野が必要なわけだ。

奥村　薬剤師自身には当たり前の知識が、ほかの職種や利
用者、ご家族にとって大きな支援になることもあります。
医師から「毎朝、服薬するように」と言われたものの、ど

うしても朝の服薬が苦手な利用者が、家族とケンカとなり
関係性が悪化してしまったときに、薬剤師が機転を利かせ
て医師に確認し、「夜の服薬にしてもかまわない」とアド
バイスしてくれ、問題が解決した例がありました。
　こうした事例は枚挙にいとまがなく、在宅チームにあっ
ては、薬剤師との情報の共有や交換がいかに重要かを感じ
ています。

薬剤の専門家としての知見に加え
“社会資源”として接することも重要

■利用者にとって必要なのは、薬剤師としての知見だけで
はないらしい。

奥村　先にお話ししたように、今のケアプランには、近隣
の一般の人々までもが地域の社会資源として盛り込まれる
ようになりました。在宅療養にかかわる私たちや薬剤師も
また、専門家としてだけでなく、“ひとつの社会資源 ”と
して利用者に接することが効果的な場合が多々あります。

■具体的に例を挙げて説明してもらおう。

奥村　最近、若い世代（40 ～ 64 歳の第２号被保険者）の
中にも、生活習慣病の合併症や特定疾病により介護保険を
利用する方々が増えています。彼らは若いゆえ、「高齢者
といっしょにされたくない」といった思いもあり、介護施
設でのリハビリに抵抗感を示すなど、サービスの導入に行
きづまることがあります。そうした際、もし利用者が野球
好きなら、野球の話をしながらのサービス提供が、利用者
の社会復帰に向けてがんばろうとする意欲の促進につなが
ったりするのです。

■在宅においては、利用者を支えるために実にさまざまな
アプローチがあると痛感させられる。

奥村　そのとおりです。利用者に対して、「病気だから」、
「高齢だから」と諦めや挫折感を抱かせるのではなく、利
用者が自分らしく生きられる居心地の良い環境を整備する
ことが、介護サービスの本来のあり方。そうした認識を各
職種が持ってチームとして集まれば、より良い在宅療養が
実現できるでしょう。
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ケアマネジャー
（ケアマネ事業所）
②ケアプラン作成

利用者

居宅サービス事業者等
④個別サービス計画作成

 求められる薬剤師！在宅医療の現場で

ケアマネジャーは、在宅で療養する人が介護保険のサービスを受けられるように
ケアプランを作成したり、多職種との間でサービスの調整を行う介護保険の要的存在だ。
医療法人社団大坪会三軒茶屋居宅介護支援事業所のケアマネジャーの奥村寿美枝氏は、
薬剤師が訪問するケアプランを数多く手がけているが、「薬剤師にはもっと活躍してほしい」と言う。
薬剤師に担ってもらいたいと考えているのは、服薬指導や薬学的知見の発揮だけにとどまらないそうだ。
奥村氏の話を通じて介護サービスの最前線の様子と
在宅に取り組む薬剤師が持つべき心がまえなどが見えてきた。

医療職や介護職はもちろん
近隣住民まで巻き込むケアプラン

■ケアマネジャーは、利用者が介護保険を使って受ける介
護サービスの基本となるケアプランを作成する重要な存在
だ（【資料】）。実際には、どんな業務を行っているのか。

奥村　在宅療養に従事するケアマネジャーは、まず利用者
の生活を把握するためにご自宅を訪問し、その方の心身の
状態や住環境、社会とのかかわり、経済状況などに関して
細やかにアセスメントを行います。そして、ご本人ととも
に在宅生活での短期と長期の目標を設定。目標に向けて利
用する地域のさまざまな介護サービスの役割や特色などを
説明し、利用者の気持ちを十分に汲みながら、介護サービ
ス事業者の選定や調整をしてケアプランを作成します。
　ケアプラン作成後は、基本的にサービス評価、状態把握
のため、月に１回ご自宅を訪問しますが、必要があれば何
度も訪問し、随時サービスを調整、ケアプランの見直しを
する場合も少なくありません。

■利用者の容態の急変時などにおいて、薬局薬剤師がスム

ーズに対応する体制が確立されているとは言えないため、
薬剤師はほかの職種と比較してケアプランの中で十分に機
能するのが難しそうだ。

奥村　確かにご指摘の側面はありますが、薬剤師の訪問は
在宅サービス区分支給限度額の単位に含まれなくとも、居
宅療養管理指導として介護保険に位置づけられており、薬
剤師は在宅で療養する方を支えるのに欠かせない存在だと
考えています。
　実のところ介護保険制度は人口比率や時代の流れを背景
に目まぐるしく変化しており、昨今では、ケアマネジャー
は「地域の社会資源」の発掘まで求められています。地域

奥村 寿美枝氏

医療法人社団大坪会三軒茶屋居宅介護支援事業所
管理者／ケアマネジャー

第４回 ケアマネジャー編

 【資料】 ケアマネジャーの業務

①依頼
②アセスメント、

ケアプランについて同意

③ケアプラン交付

③
ケア
プラ
ン

　
交
付

②ケ
アプ
ラン
の

　
内
容
につ
いて
調
整⑤個別サービス

計画について
説明、同意

⑥
サービス提

供

⑦自己
負
担を

　
支
払う

出典：厚生労働省資料
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第29回

新
規
透
析
導
入
率
は
減
少
し
た
が

C
K
D
患
者
は
１
３
０
０
万
人
に

至
急
の
対
策
が
始
ま
っ
た

　

日
本
の
腎
疾
患
患
者
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
原
因
を
問
わ

ず
尿
タ
ン
パ
ク
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
の
腎
障
害
や
腎
機
能
低

下
が
３
ヵ
月
以
上
つ
づ
く
状
態
の
総
称
の
慢
性
腎
臓
病
（
C

K
D
）
患
者
数
は
、
約
１
３
０
０
万
人
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

C
K
D
が
重
症
化
す
れ
ば
透
析
が
必
要
と
な
る
た
め
、
厚

生
労
働
省
で
は
、
２
０
０
７
年
に
腎
疾
患
対
策
検
討
会
を
開

催
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施
。
そ
れ
が
奏
功
し
て
約
10

年
間
に
年
齢
調
整
後
の
新
規
透
析
導
入
率
の
減
少
目
標
を
達

成
す
る
な
ど
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
も
の
の
、
結
果
と
し
て

透
析
患
者
は
減
少
せ
ず
、
約
33
万
人
（【
資
料
】）
に
増
加
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
同
省
で
は
、
２
０
１
７
年
冬

よ
り
再
び
腎
疾
患
対
策
検
討
会
を
開
催
し
、
今
年
７
月
に
報

告
書
を
取
り
ま
と
め
、
新
た
な
対
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

２
０
２
８
年
ま
で
に
年
間
の

新
規
透
析
導
入
患
者
数
を

４
０
０
０
人
以
上
減
ら
す
目
標

　

報
告
書
で
は
、
２
０
１
６
年
に
約
３
万
９
０
０
０
人
だ
っ

た
年
間
新
規
透
析
導
入
患
者
数
を
、
２
０
２
８
年
ま
で
に
３

万
５
０
０
０
人
以
下
に
減
少
さ
せ
る
と
い
っ
た
具
体
的
目
標

を
設
定
。
実
施
す
べ
き
取
り
組
み
と
し
て
、
①
普
及
啓
発
、

②
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
整
備
、
③
診
療
水
準
の

向
上
、
④
人
材
育
成
、
⑤
研
究
開
発
の
推
進
、
の
５
項
目
を

掲
げ
て
い
ま
す
。

　

C
K
D
は
、
早
期
か
ら
治
療
を
行
え
ば
重
症
化
予
防
が
可

能
な
の
で
、
早
期
受
診
の
た
め
に
①
の
普
及
啓
発
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
普
及
啓
発
活
動
に
つ
い
て
は
、
実
施
状

況
の
把
握
や
効
果
の
評
価
、
検
証
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
た
め
、
効
果
的
な
活
動
が
実
行
で
き
て
い
な
い
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
報
告
書
で
は
、
関
連
学
会
等
が
地
域

今
後
も
患
者
が
増
加
す
る

Ｃ
Ｋ
Ｄ
対
策
で
薬
剤
師
が

高
い
評
価
を
得
る
た
め
に
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の
腎
疾
患
対
策
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
担
当
者
を
都
道
府

県
ご
と
に
決
定
し
、
自
治
体
と
連
携
し
て
普
及
啓
発
活
動
を

推
進
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　

②
の
医
療
提
供
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
C
K
D
患
者

は
数
が
多
く
、
腎
臓
専
門
医
の
み
で
診
療
を
行
う
の
は
困
難

な
環
境
に
あ
り
、
軽
症
の
う
ち
は
、
か
か
り
つ
け
医
が
診
療

を
担
っ
て
い
る
現
状
を
指
摘
。
専
門
医
が
少
な
い
と
い
え
ど

も
重
症
化
予
防
の
た
め
に
は
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
腎
臓

専
門
医
へ
の
紹
介
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
日
本
腎
臓
学
会
が

作
成
し
た
腎
臓
専
門
医
へ
の
紹
介
基
準
を
活
用
す
べ
き
と
提

言
し
て
い
ま
す
。

薬
剤
師
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
中

し
っ
か
り
役
割
を
果
た
す
た
め

地
域
で
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き

　

④
の
人
材
育
成
に
関
し
て
は
、
C
K
D
の
基
本
的
な
知
識

を
有
す
べ
き
職
種
と
し
て
薬
剤
師
も
指
名
さ
れ
て
い
ま
す
。

腎
臓
専
門
医
の
不
足
や
偏
在
が
あ
る
中
、
患
者
に
C
K
D
に

関
す
る
情
報
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
可
能
性
は
十
分
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
治
療
が
長
期
に
わ
た
る
糖
尿
病
で
は
、

糖
尿
病
性
腎
症
を
合
併
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
医
師
に
言
わ

れ
た
経
験
が
あ
っ
て
も
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
記
憶
が
薄
れ

て
し
ま
う
患
者
が
多
く
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
患
者
と

接
す
る
機
会
の
多
い
薬
局
薬
剤
師
が
C
K
D
に
関
す
る
知
見

を
持
ち
、
患
者
に
適
切
な
情
報
提
供
を
す
れ
ば
、
患
者
の
意

識
改
善
に
お
い
て
大
い
に
役
立
つ
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
多
職
種
連
携
で
C
K
D
の
療
養
指
導
を
担
う
人
材

の
育
成
を
め
ざ
し
た
「
腎
臓
病
療
養
指
導
士
」
の
認
定
制
度

が
今
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
腎
臓
病
療
養
指
導
士
の
資
格
取
得
に
は
日
本
腎

臓
学
会
の
認
定
医
療
機
関
で
の
研
修
が
必
要
な
の
で
、
薬
局

薬
剤
師
に
と
っ
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
が
現
状
で
す
が
、

近
年
、
他
疾
患
分
野
の
資
格
に
お
い
て
は
薬
局
と
認
定
医
療

機
関
が
協
定
を
結
び
、
医
療
機
関
が
薬
局
薬
剤
師
の
研
修
を

受
け
入
れ
る
事
例
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
将

来
、
こ
う
し
た
協
力
関
係
が
構
築
さ
れ
る
た
め
に
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【資料】 慢性透析患者数の推移

出典：厚生労働省『腎疾患対策検討会報告書』より作成
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的な治療薬はいまだ開発にいたっていません。そう
した中、研究グループでは、ゲノムワイド関連解析
の結果と薬剤データベースやタンパク質間相互作用
のデータベースを活用し、ドラッグリポジショニン
グを含めた新規治療薬の同定を行うという大阪大学
が開発した手法に着目。孤発性パーキンソン病にお
いて同手法を用いた解析を行い、他疾患の治療薬と

BOOK
『最新の薬剤学知見と世界の開発状況をふまえた
  前臨床／臨床医薬品開発の展望と戦略』
編集：日本薬剤学会前臨床開発フォーカスグループ・経口吸収フォー
カスグループ／発行：じほう

開催された日本薬剤学会前臨床開発フォーカスグル
ープ及び経口吸収フォーカスグループ合同合宿討論会
での講演をまとめたものです。
　具体的な内容は、①海外メガファーマの動向にかん
がみて推奨されるべき日本の製薬企業の開発戦略、②
経口製剤のさまざまな開発ステージにおいてとるべき
方策、③シミュレーション技術を活用した経口吸収予
測や製剤設計及び難水溶性化合物に対する過飽和技術
の解説、など。
　研究にビジネス要素を加えた議論を行う点が特徴の
前臨床開発フォーカスグループと、経口吸収における
サイエンスを専門とする経口吸収フォーカスグループ
の、双方の強みを融合させた分析が展開されており、
医薬品開発の最前線を多面的に分析した興味深い１冊
と言えるでしょう。
────────────────────────

RESEARCH
パーキンソン病の新たな治療薬候補を同定
　東京大学大学院医学系研究科神経内科学などで構
成される研究グループは、悪性黒色腫の治療薬に用
いられる『ダブラフェニブ』がパーキンソン病の進
行を抑制する可能性を持つことを発表しました。
　パーキンソン病では、疾患の進行を抑制する根本

　医薬品開発では、疾患や生体
機能に関する理解、合成化学や
物理化学などの広範な学術知識
に加え、将来予想も含めた社会
のニーズの把握やビジネス感覚
も求められます。本書は、こう
した点を踏まえ、2017年12月に

　ステージⅢの非小細胞肺がん
治療は、約20年間にわたって
進展が見られませんでしたが、
今回のイミフィンジの発売によ
ってステージⅢの段階における
根治の可能性が高まると期待さ
れています。 イミフィンジ点滴静注120mg

して承認されている57種類の薬剤をパーキンソン
病の治療薬候補として同定しました。そして、培養
細胞やマウスに神経毒を投与したパーキンソン病モ
デルを使って治療薬候補に実際に効果があるかを検
証した結果、ダブラフェニブが神経保護効果を示す
ことを世界で初めて証明しました。研究グループで
は今後、治療にもっとも適切な投与量、投与方法な
どの研究を進める予定です。
────────────────────────

PRODUCT
ステージIII非小細胞肺がんの抗PD-L1抗体
　アストラゼネカ株式会社では、切除不能な局所進
行（ステージⅢ）非小細胞肺がんに使用する治療薬
として、日本で初めて承認された抗PD-L1ヒトモノ
クローナル抗体『イミフィンジ点滴静注120mg』及
び『同500mg』（一般名：デュルバルマブ〈遺伝子
組換え〉。以下、イミフィンジ）を発売しました。
　イミフィンジは、細胞傷害性T細胞の表面にある
免疫チェックポイント受容体の一種のPD-L1に結合
し、PD-L1とその受容体であるPD-1及びCD80の相
互作用を阻害することで、腫瘍の免疫逃避機構を抑
制し、抗腫瘍免疫反応を誘発する効果を発揮します。
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松田 暉

〈2013年３月〉 No.９
福島県立医科大学理事長兼学長
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〈2013年５月〉 No.10
日本プライマリ・ケア連合学会理事長
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北 徹

〈2013年９月〉 No.12
国立がん研究センター総長

堀田 知光

〈2013年11月〉 No.13
山梨大学特任教授

岩﨑 甫

〈2016年５月〉 No.28
上田薬剤師会顧問

工藤 義房

〈2016年７月〉 No.29
帝京大学副学長
井上 圭三

〈2016年９月〉 No.30
藤田保健衛生大学客員教授

鍋島 俊隆

〈2018年８月〉 No.40
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新田クリニック院長

新田 國夫

〈2017年１月〉 No.32
岡山大学客員教授

宮島 俊彦

〈2017年３月〉 No.33
東京都健康長寿医療センター長

許 俊鋭

〈2014年９月〉 No.18
三井記念病院院長

髙本 眞一

〈2014年11月〉 No.19
滋賀県立成人病センター院長

宮地 良樹

〈2015年１月〉 No.20
東京慈恵会医科大学教授

大木 隆生

〈2015年３月〉 No.21
眼科三宅病院理事長

三宅 謙作

〈2015年５月〉 No.22
虎の門病院分院腎センター内科部長

乳原 善文

〈2015年７月〉 No.23
聖路加国際大学大学院特任教授

宮坂 勝之

〈2012年１月〉 No.２
東京大学大学院教授

澤田 康文

〈2012年３月〉 No.３
弁護士

三輪 亮寿

薬剤師の新たな可能性を拓く応援マガジン

［タ－ンアップ］

バックナンバーのご紹介

次回『ターンアップ』第42号は、
2019年2月発行予定です。

〈2018年２月〉 No.38
神戸薬科大学学長

北河 修治

〈2018年５月〉 No.39
JA新潟厚生連佐渡総合病院院長

佐藤 賢治
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城谷典保先生のお話をうかがう中で、６
年前、在宅医療に積極的に取り組んで

いた、ある薬局薬剤師から聞いた言葉を思い
出した。それは「薬局では処方せんを持参さ
れる患者が実際に薬を飲むところは見られな
いが、在宅医療では見届けることができる」
だ。薬剤師がカバーできていない領域がそこ
にあると当時、感じた。現在においても、ま
だまだ在宅医療に及び腰の薬局もある。薬局
はオールマイティであるべきという考え方や
機能分化に否定的な意見も耳にする。建前は
さておき、現実問題としてどうするのか。薬
剤師自身が考え、行動することの重要性をあ
らためて痛感した。 （H.T.）

弊誌は今号をもちまして、創刊７周年を
迎えました。これも読者の皆様方、ご

登場くださる先生方のおかげと感謝いたしま
す。今後も薬剤師の皆様のプラスになる雑誌
づくりに努めてまいります。また、薬剤師の
臨床研究に関する学びのページの新企画を検
討中です。ご期待ください。 （K.K）

集中豪雨、大型台風、大地震と、2018
年は深刻な被害を引き起こした災害が

相次いでいます。いずれの災害でも、今まで
大きく被災した経験がなかった地域が巻き込
まれたのではないかと思います。日本列島は
いつ、どこで災害が発生するのかわからない
のだと、あらためて緊急時の備えの必要性を
感じました。 （フク）
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『ターンアップ』は、薬剤師・医療関係の方には無料でお送りします。
ご希望の方は下記にご連絡をください。

また、皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
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