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薬剤師の新たな可能性を拓く応援マガジン

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
東邦大学薬学部医療薬学教育センター
臨床薬学研究室教授

吉尾 隆

地
域
で
暮
ら
す
精
神
疾
患
の

患
者
へ
の
貢
献
度
で
は
、

薬
剤
師
が
突
出
で
き
る
。││ 吉

尾 

隆

もしあなたが臨床研究を学んだら
薬剤師の仕事はもっとときめく
研究計画のつくり方

３分間でわかる医療行政
AMR対策の認識が浸透する医療現場
課題は国民の意識変革

VOICE ─編集長対談─
医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック院長

遠矢 純一郎



　医療界にもAI の波が押し寄せている。近
い将来、初診患者の問診を医師ではなく、AI
が行うという施策は、今やかなり現実味を帯
びている。
　当然、薬剤師においても、調剤作業は機械
が行い、簡単な服薬指導ならAI で十分だと
の見方は強い。薬剤師のレベルもピンからキ
リまで。AI が行えば、属人的な能力に左右
されず、患者のすべてが均一な内容の服薬指
導を受けられるというわけだ。
　しかし、それは逆から考えると、患者本位
の価値ある指導は受けられないということで
ある。患者には、さまざま事情があり、薬を
飲むという行為だけでも、ままならないケー
スが多々ある。たとえば、現在、患者の高齢
化が著しく、認知症や独居の高齢患者の服薬
のハードルの高さが問題になっている。
　AI がいくら一定レベルの服薬指導をでき
たとしても、前述したような高齢患者に、ど
のようにしたら適切に薬を飲めるかのアドバ
イスをするのは、現在のところ不可能だ。し
たがって、これからの薬剤師に求められるの
は、AI が得意とする正確な調剤作業や単純
な服薬指導ではなく、患者の人生、生活、家
族関係などの背景までを考慮した指導である
のは明らか。薬剤師の方々には、ぜひ、その

ような意識を持って服薬指導に臨んでいただ
きたい。

◆　◆　◆　◆　◆

　高齢患者の服薬指導が難しいと申し上げた
が、高齢患者の場合、さまざまな疾患を持っ
ているために多くの薬剤が出される傾向にあ
り、近年では、その多剤処方による副作用の
リスクや、誤服薬の増加なども大きな課題で
ある。
　課題解決に向けて薬剤師がすべきは、処方
薬の一元管理の徹底だろう。だが、悲しいか
な現状では、薬剤師が一元管理のために患者
に話しかけても、「うるさいな」などと、と
り合われない場面が多く見受けられる。そこ
で、薬剤師たちがしなければならないのは、
国民の理解の獲得だ。それには、一元管理で
副作用が抑えられたり、誤服薬が減少したな
どの成果を薬剤師たちが持ち寄ってデータ化
し、急ぎ公表する必要があると考える。
　国民の周知を得て、薬剤師が薬を整理した
結果、患者が元気になり、「ああ、薬剤師が
いてくれて良かった」と言ってもらえるよう
になれば、一元管理はスムーズに進み、薬剤
師の存在感も増すに違いない。

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）

このままではAIに
とって代わられるのも時間の問題
─存在感を示すためにも処方薬の一元管理を─
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精
神
科
医
療
の
分
野
で
は
、
す
で
に

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
改
善
す
る
動
き
が

　

近
年
、
多
剤
処
方
＝
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
と
い
う
言
葉
を

よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
超
高
齢
社
会
に
突

入
し
、
患
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
高
齢
者
で
は
生
活

習
慣
病
や
老
年
症
候
群
な
ど
複
数
の
疾
患
が
併
存
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
、
処
方
薬
の
増
加
傾
向
が
著
し
い
。
結
果
、
副
作

用
の
リ
ス
ク
や
誤
服
薬
の
増
加
、
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
の
低
下

と
い
っ
た
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
弊
害
が
多
く
見
受
け
ら

れ
始
め
た
の
が
、
大
き
な
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
、
精
神
科
医
療
の
分
野

に
お
い
て
は
、
す
で
に
改
善
の
動
き
が
出
て
い
る
の
を
読
者

の
方
々
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
２
０
１
４
年
度
診
療
報
酬
改

定
で
は
、
抗
精
神
病
薬
を
は
じ
め
と
す
る
向
精
神
薬
の
多
剤

処
方
に
つ
い
て
大
き
な
見
直
し
が
図
ら
れ
た
。
種
類
数
制
限

の
な
い
非
定
型
抗
精
神
病
薬
加
算
２
は
廃
止
。
１
回
の
処
方

に
つ
き
、
３
種
類
以
上
の
抗
不
安
薬
、
３
種
類
以
上
の
睡
眠

薬
、
４
種
類
以
上
の
抗
う
つ
薬
、
４
種
類
以
上
の
抗
精
神
病

薬
を
処
方
す
る
と
、
精
神
科
継
続
外
来
支
援
・
指
導
料
が
不

算
定
と
な
り
、
処
方
せ
ん
料
や
処
方
料
な
ど
も
軒
並
み
減
算

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
改
善
を
具
現
化
さ
せ
る
の
に
奔
走
し
て
き
た
の

が
、
現
在
、
東
邦
大
学
薬
学
部
医
療
薬
学
教
育
セ
ン
タ
ー
臨

床
薬
学
研
究
室
の
教
授
を
務
め
る
吉
尾
隆
氏
だ
。
そ
も
そ
も

彼
が
精
神
科
の
薬
剤
の
処
方
に
疑
問
を
持
っ
た
の
は
、
薬
学

部
の
学
生
の
こ
ろ
だ
っ
た
と
言
う
。

「
精
神
科
の
病
院
で
看
護
助
手
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た

と
き
、
統
合
失
調
症
の
患
者
さ
ん
の
薬
物
治
療
に
４
〜
５
種

類
の
薬
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
処
方
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
海

外
に
目
を
向
け
る
と
、
１
種
類
か
２
種
類
の
薬
で
十
分
に
効

果
を
あ
げ
て
い
る
。
日
本
だ
け
が
多
い
の
に
は
諸
説
あ
り
、

い
ず
れ
が
真
実
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
確

固
た
る
理
由
な
く
、
伝
統
的
に
多
剤
処
方
が
ま
か
り
通
っ
て

い
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
誰
も
問
題
提
起
し
な
い
の
か
、
不

思
議
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

薬
理
に
も
と
づ
か
な
い
処
方
を
正
す
た
め

独
自
に
臨
床
研
究
を
開
始
す
る

　

し
か
し
、
疑
問
を
放
置
で
き
な
い
の
が
、
吉
尾
氏
。
大
学

卒
業
後
、
い
っ
た
ん
は
一
般
病
院
に
勤
務
す
る
も
、
抱
い
た

疑
問
が
心
に
引
っ
か
か
り
精
神
科
専
科
の
病
院
の
薬
剤
部
に

勤
務
す
る
。

「
そ
こ
で
も
、
学
生
時
代
に
働
い
た
病
院
と
同
じ
よ
う
な
治

療
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
統
合
失
調
症
患
者
に
抗
精
神
病

薬
を
ひ
と
つ
使
っ
て
効
か
な
か
っ
た
ら
、
も
う
ひ
と
つ
を
併

用
し
、
そ
れ
で
も
ダ
メ
だ
っ
た
ら
も
う
ひ
と
つ
―
―
。
ど
ん

ど
ん
増
え
て
３
〜
４
種
類
の
薬
を
同
時
に
使
う
の
が
、
普
通

だ
っ
た
。

　

で
も
、
そ
う
す
る
と
何
が
起
き
る
か
。
副
作
用
が
出
現
し

や
す
く
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
薬
に
ひ
と
つ
の
副
作

用
が
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
似
た
よ
う
な
薬
に
も
副
作
用
が

あ
る
。
２
つ
の
作
用
機
序
は
ほ
と
ん
ど
同
様
な
の
で
、
副
作

用
も
重
な
り
ま
す
か
ら
、
必
然
的
に
副
作
用
が
出
や
す
く
な

る
の
は
医
療
関
係
者
で
な
く
て
も
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
副
作
用
が
出
現
し
、
そ
れ
を
抑
え
る

た
め
の
薬
が
用
い
ら
れ
る
と
、
今
度
は
そ
の
薬
の
副
作
用
が

出
て
き
て
、
い
わ
ゆ
る
、
い
た
ち
ご
っ
こ
み
た
い
な
治
療
に

陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
」

　

精
神
科
の
薬
剤
の
副
作
用
で
代
表
的
な
の
が
、
錐
体
外
路

症
状
。
体
の
運
動
機
能
の
異
変
で
、
手
が
震
え
た
り
、
筋
肉

が
こ
わ
ば
っ
た
り
、
腕
が
勝
手
に
動
い
た
り
―
―
。
こ
の
よ

う
な
不
随
意
運
動
と
も
呼
ば
れ
る
症
状
を
止
め
る
た
め
の
薬

を
使
う
と
多
少
の
改
善
が
見
ら
れ
る
が
、
副
作
用
と
し
て
、

口
の
渇
き
、
便
秘
、
あ
る
い
は
排
尿
障
害
が
起
き
る
ケ
ー
ス

が
多
々
あ
る
そ
う
だ
。

「
も
っ
と
困
る
の
は
、
精
神
病
の
悪
化
で
す
。
眠
れ
な
い
と

か
、
不
安
が
強
く
な
る
と
か
。
そ
う
な
る
と
、
別
の
精
神
病

の
薬
が
処
方
さ
れ
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に
拍
車
が
か
か
り

ま
す
」

　

か
つ
て
吉
尾
氏
は
、
学
生
時
代
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

た
先
の
精
神
科
医
に
「
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
薬
を

使
う
の
で
す
か
？
」
と
詰
め
寄
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
返
っ

て
き
た
の
は
次
の
よ
う
な
答
え
だ
っ
た
と
い
う
。

「
私
が
使
う
薬
は
専
用
の
薬
籠
（
薬
箱
）
に
入
っ
て
い
て
、

使
い
慣
れ
た
薬
を
組
み
合
わ
せ
て
処
方
を
す
る
。
患
者
さ
ん

の
症
状
と
薬
の
組
み
合
わ
せ
は
、
鍵
と
鍵
穴
の
よ
う
な
も
の

で
、
う
ま
く
鍵
が
開
い
て
効
果
が
現
れ
る
ま
で
、
い
ろ
い
ろ

PROFILE
よしお・たかし
1979年 東邦大学薬学部衛生薬学科卒業
 立川第一相互病院
 西八王子病院
1991年 西八王子病院薬局長
1994年 桜ヶ丘病院薬剤科長
 桜ヶ丘病院薬剤部長
2008年 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科非常勤研究員
 東邦大学薬学部医療薬学教育センター臨床薬学研究室教授



な
薬
の
組
み
合
わ
せ
を
試
す
ん
だ
」

　

薬
理
に
も
と
づ
か
な
い
処
方
を
正
せ
る
の
は
、
薬
剤
師
し

か
い
な
い
。
そ
う
痛
感
し
た
吉
尾
氏
は
、
業
務
外
の
時
間
を

使
い
、
薬
が
及
ぼ
す
患
者
へ
の
影
響
に
つ
い
て
小
規
模
で
は

あ
る
が
、
独
自
に
臨
床
研
究
を
開
始
し
た
。

精
神
科
臨
床
薬
学
研
究
会
を
創
設

全
国
か
ら
１
０
０
０
名
の
薬
剤
師
が
結
集

　

そ
ん
な
精
神
科
医
療
に
異
が
唱
え
ら
れ
、
変
革
を
余
儀
な

く
さ
れ
始
め
た
の
が
20
世
紀
終
盤
。

「
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、
栃
木
県
で
発
生
し
た
精
神
科
病

院
で
の
事
件
で
し
ょ
う
。
１
９
８
３
年
、
栃
木
県
宇
都
宮
市

に
あ
る
精
神
科
病
院
で
看
護
職
員
ら
の
暴
行
に
よ
り
、
患
者

２
名
が
死
亡
し
ま
し
た
。
当
初
、
病
院
は
隠
ぺ
い
を
図
り
ま

し
た
が
、
翌
年
、
新
聞
報
道
で
明
る
み
に
出
た
の
で
す
」

　

こ
の
事
件
の
発
覚
は
大
き
な
波
紋
を
呼
び
、
社
会
で
は
精

神
科
病
院
の
閉
鎖
性
と
と
も
に
、
患
者
の
人
権
侵
害
が
問
題

視
さ
れ
る
。

「
結
果
的
に
統
合
失
調
症
の
患
者
さ
ん
に
対
す
る
治
療
の
方

向
性
が
、
院
内
で
の
鎮
静
で
な
く
、
院
外
で
普
通
の
生
活
を

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
、
つ
ま
り
、
多
剤
処
方
を
見
直
そ
う

と
の
流
れ
に
変
わ
っ
て
き
た
。
見
直
す
に
は
、
ま
ず
、
現
状

の
処
方
分
析
を
行
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
２
０
０
６

年
に
、
地
道
に
つ
づ
け
て
き
た
臨
床
研
究
を
仲
間
を
募
っ
て

大
規
模
な
も
の
に
し
、
処
方
分
析
に
も
挑
も
う
と
精
神
科
臨

床
薬
学
研
究
会
（
以
下
、
P
C
P
研
究
会
）
を
立
ち
上
げ
ま

し
た
」

　

精
神
科
医
療
に
た
ず
さ
わ
る
薬
剤
師
の
専
門
性
の
向
上
及

び
精
神
科
医
療
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
へ
の
貢
献
を
目
的
に
掲
げ

た
P
C
P
研
究
会
に
は
、
な
ん
と
1
年
間
で
１
０
０
０
名
以

上
の
薬
剤
師
が
集
ま
っ
た
。
初
年
度
か
ら
活
発
な
活
動
を
展

開
し
、
立
ち
上
げ
の
動
機
と
な
っ
た
統
合
失
調
症
の
処
方
実

態
調
査
も
会
の
世
話
人
の
施
設
で
行
い
、
日
本
精
神
神
経
学

会
で
発
表
す
る
に
い
た
る
。

「
以
降
、
毎
年
、
調
査
を
実
施
し
て
結
果
を
学
会
で
発
表
す

る
の
が
恒
例
と
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
薬
の

種
類
、
量
が
減
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
が
起
き
て
き
ま
し
た

（【
資
料
１
】）。

【資料1】抗精神病薬の処方の推移

出典：精神科臨床薬学研究会ウェブサイトより抜粋

CP換算量（mg） 剤数（剤）

1,000

800

600

400

300

200

0

3

2

1

0

20
07

2.2

844.8

20
11

2.0

817.0

20
09

2.1

833.4

20
13

2.0

779.7

20
15

1.8

754.5

20
08

2.1

840.7

20
12

2.0

795.4

20
10

2.0

802.8

20
14

1.9

776.8

20
16

1.8

738.1
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薬
の
使
い
方
を
正
そ
う
と
の
雰
囲
気
が
高
ま
っ
て
き
た
か

ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
協
力
施
設
に
調
査
結
果
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
た
効
果
が
大
き
か
っ
た
。
他
施
設
と
比

較
し
た
自
身
の
施
設
の
現
状
認
識
が
、
も
っ
と
改
善
の
余
地

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
動
機
づ
け
に
な
り
、
好
循

環
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
」

　

P
C
P
研
究
会
が
調
査
結
果
を
も
と
に
抗
精
神
病
薬
の
制

限
を
厚
生
労
働
省
に
働
き
か
け
る
と
、
デ
ー
タ
の
提
出
を
求

め
ら
れ
、
直
後
に
冒
頭
に
記
し
た
診
療
報
酬
の
改
定
が
成
っ

た
。
吉
尾
氏
ら
の
提
言
が
、
精
神
科
薬
物
療
法
に
お
け
る
ポ

リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
是
正
を
あ
と
押
し
し
た
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

薬
局
薬
剤
師
も
取
得
し
や
す
い

精
神
科
専
門
薬
剤
師
の
認
定
制
度
を

　

薬
剤
師
が
精
神
科
医
療
に
も
っ
と
役
立
て
る
よ
う
、
吉
尾

氏
は
歩
み
を
止
め
な
い
。
２
０
１
６
年
に
は
、
精
神
科
の
専

門
薬
剤
師
の
認
定
資
格
制
度
の
確
立
と
臨
床
研
究
の
奨
励
を

め
ざ
し
、
日
本
精
神
薬
学
会
を
創
設
し
た
。

　

実
は
、
精
神
科
領
域
の
専
門
薬
剤
師
に
は
日
本
病
院
薬
剤

師
会
が
認
定
す
る
精
神
科
専
門
薬
剤
師
が
存
在
し
て
お
り
、

吉
尾
氏
は
こ
の
認
定
制
度
を
つ
く
っ
た
ひ
と
り
で
、
第
１
号

の
認
定
薬
剤
師
で
も
あ
る
。
あ
え
て
、
新
た
な
資
格
を
設
け

た
意
図
を
尋
ね
た
。

「
日
本
病
院
薬
剤
師
会
は
職
能
団
体
な
の
で
、
精
神
科
専
門

薬
剤
師
は
残
念
な
が
ら
専
門
資
格
と
し
て
広
告
が
で
き
ず
、

ま
た
、
取
得
条
件
が
病
院
薬
剤
師
向
け
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
日
本
精
神
薬
学
会
の
精
神
薬
学
会
認
定
薬
剤
師
は
、
学
会

と
い
う
学
術
団
体
の
も
の
で
す
か
ら
広
告
が
で
き
ま
す
し
、

取
得
も
全
薬
剤
師
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
」

　

確
か
に
精
神
科
専
門
薬
剤
師
認
定
申
請
資
格
を
見
る
と
、

精
神
科
領
域
に
関
す
る
学
会
発
表
が
３
回
以
上
（
う
ち
、
少

な
く
と
も
１
回
は
発
表
者
）、 

複
数
査
読
制
の
あ
る
国
際
的

あ
る
い
は
全
国
的
学
会
誌
・
学
術
雑
誌
に
精
神
科
領
域
の
学

術
論
文
が
２
編
以
上
（
う
ち
、
少
な
く
と
も
１
編
は
筆
頭
著

者
）
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
と
あ
る
。
か
な

り
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
だ
。
一
方
、
精
神
薬
学
会
認
定
薬
剤

師
の
認
定
申
請
資
格
（【
資
料
２
】）
に
は
、
学
会
発
表
な
ど

の
文
字
は
見
当
た
ら
ず
、
取
得
し
や
す
い
印
象
で
あ
る
。

　

ど
う
や
ら
学
会
の
創
設
に
は
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
ま

で
す
そ
野
を
広
げ
て
の
教
育
や
啓
発
が
必
須
と
の
思
い
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

「
現
在
、
約
３
０
０
万
人
の
精
神
疾
患
を
有
し
た
患
者
さ
ん

（１） 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた 
 見識を備えていること

（２） 薬剤師免許を取得後５年以上経過していること

（３） ３年度以上引き続いて本学会の一般会員であること

（４） 所属長（病院長あるいは施設長等）または保険薬 
 局においては開設者の推薦があること

（５） 業務を通じて精神疾患患者の薬物療法における有 
 効性または安全性に直接寄与した症例を10 症例 
 報告できること（複数の精神疾患を含む）

（６）４年度内に所定の単位を取得し、規程の講習を受 
 けていること

（７）本学会が実施する試験に合格していること

（８）薬剤師認定制度承認機構により認証された生涯学 
 習認定薬剤師として認定を受けていること

【資料2】精神薬学会認定薬剤師認定申請資格

出典：日本精神薬学会ウェブサイトより抜粋
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は
低
い
と
吉
尾
氏
は
話
す
。
処
方
せ
ん
で
わ
か
ら
な
け
れ
ば

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

「
患
者
さ
ん
に
聞
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
で
す
。
た
だ
、
病
名

を
聞
か
れ
た
患
者
さ
ん
が
、
薬
局
の
窓
口
で
『
私
は
う
つ
病

で
す
』
と
か
『
統
合
失
調
症
で
す
』
と
は
、
お
そ
ら
く
言
わ

な
い
で
し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
、
症
状
だ
け
を
聞
く
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
医
師

の
意
向
を
処
方
せ
ん
か
ら
読
み
取
る
努
力
も
重
要
で
あ
り
、

そ
の
う
え
で
患
者
さ
ん
に
薬
の
相
互
作
用
や
副
作
用
に
つ
い

て
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
こ
う
し
た

会
話
が
進
む
中
で
患
者
さ
ん
と
の
間
に
良
い
関
係
が
構
築
さ

れ
れ
ば
、
さ
ら
に
患
者
さ
ん
の
病
気
に
対
す
る
不
安
や
心
配

に
寄
り
添
っ
て
い
く
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
『
副
作
用
が
出
た
ら
す
ぐ
来
て
く
だ
さ
い
』
と
言
う
際
に

も
、『
飲
む
の
を
や
め
て
、
す
ぐ
に
来
て
く
だ
さ
い
』
と
、

『
飲
ん
で
い
て
も
い
い
で
す
が
、
早
め
に
来
て
く
だ
さ
い
』

の
２
種
類
が
あ
る
。
薬
の
出
て
い
る
目
的
が
わ
か
ら
な
け
れ

ば
、
２
つ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
の
言
葉
で
説
明
す
べ
き
か
の
判

断
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
は
、
目
の
前
に
い

る
患
者
さ
ん
本
人
か
ら
、
病
態
を
話
し
て
も
ら
え
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
望
し

ま
す
」

　

新
し
い
精
神
薬
学
会
認
定
薬
剤
師
へ
の
思
い
を
語
っ
た
言

葉
か
ら
も
、
吉
尾
氏
の
薬
局
薬
剤
師
に
対
す
る
熱
い
期
待
は

明
ら
か
。
地
域
で
暮
ら
す
精
神
疾
患
の
患
者
へ
の
貢
献
度
に

関
し
て
は
、
薬
剤
師
の
中
で
も
薬
局
薬
剤
師
が
突
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
薬
局
薬
剤
師
の
存
在
感
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
好
機
と
な
る
は
ず
だ
。

の
ほ
と
ん
ど
が
、
外
来
通
院
を
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
退
院

促
進
に
と
も
な
っ
て
多
く
の
患
者
さ
ん
が
外
来
通
院
さ
れ
、

地
域
で
生
活
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
患
者
さ
ん
を
適
切
に

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、
精
神
薬
学
会
認
定
薬
剤
師
に
は
的

確
な
知
識
を
持
ち
、
患
者
さ
ん
や
そ
の
ご
家
族
が
安
心
し
て

相
談
で
き
る
薬
剤
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

　

日
本
精
神
薬
学
会
の
精
神
薬
学
会
認
定
薬
剤
師
の
認
定
試

験
は
、
２
０
１
８
年
11
月
に
第
１
回
が
行
わ
れ
た
ば
か
り
。

精
神
科
の
患
者
が
増
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
昨
今
、
薬
剤
師

の
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
、
注
目
い
た
だ
き
た
い
。

患
者
本
人
か
ら
病
態
を
話
し
て
も
ら
え
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
磨
け

　

吉
尾
氏
の
も
と
に
は
、「
精
神
科
の
患
者
さ
ん
が
来
た
ら
、

ど
う
対
応
し
た
ら
い
い
の
か
？
」、「
処
方
せ
ん
を
見
て
も
な

ん
の
病
気
か
わ
か
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
服
薬
指
導

に
難
渋
す
る
」
な
ど
の
薬
局
薬
剤
師
か
ら
の
質
問
が
、
頻
繁

に
寄
せ
ら
れ
る
。

「
悩
ま
れ
る
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
抗

う
つ
薬
と
抗
精
神
病
薬
、
気
分
安
定
薬
、
睡
眠
薬
が
処
方
さ

れ
て
い
た
。
抗
う
つ
薬
と
気
分
安
定
薬
、
睡
眠
薬
だ
け
だ
っ

た
ら
、
う
つ
病
か
躁
う
つ
病
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

抗
精
神
病
薬
が
入
っ
て
い
る
と
、
統
合
失
調
症
の
可
能
性
も

あ
る
わ
け
で
す
」

　

精
神
科
医
の
処
方
せ
ん
か
ら
病
気
を
特
定
す
る
の
は
き
わ

め
て
至
難
で
、
精
神
科
医
同
士
で
あ
っ
て
も
、
精
神
科
医
A

が
出
し
た
処
方
を
精
神
科
医
B
が
正
し
く
把
握
で
き
る
確
率
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江戸前寿司

　最近は、寿司と言えばまわっているものが人気
を博しているが、吉尾隆氏は江戸前寿司をこよな
く愛すると話す。
「江戸前寿司は日本文化を代表する食べ物で、一
種の芸術だと思っています。
　あのひと握りをつくるのに、仕入れから始まっ
て、たとえばネタを昆布で締めたり、魚によって
切り方を変えたり――。一つひとつに、たいへん
な技術と創造力が必要。そうした食べ物は日本に
しか存在しないのではないでしょうか」

❖
　江戸前寿司と呼ばれるには当然、意味がある。
ひとつには江戸前＝東京湾という意味。江戸時代
は今より魚介が豊富で、江戸の住人は東京湾の魚
介を江戸前と呼んで自慢し、それらを使った寿司
を「江戸前寿司」と言った。
　そして２つには「江戸前の仕事」という意味。
冷蔵や冷凍技術も交通手段もない江戸時代であっ
たから、職人は寿司ネタに味や鮮度を保つための
工夫をこらしてお客に提供した。たとえば、塩や
酢で締める、蒸す、煮る、漬ける、タレを塗るな
どといったさまざまな工夫が、ネタに施されてい
るのだ。

❖
　吉尾氏は、単に江戸前寿司であれば良いのでは
ない。店に赴いて、カウンター越しに職人の握り
たてを食べなければ気がすまないという。
「出前の寿司は、もちろんきちんと仕事はしてあ
りますが、握ってから時間がたつと、まずくなっ
ちゃうんです。
　職人さんが出してくれた寿司を、そのまま手で
つまんで食べるのが、いちばんおいしいですね」

　実は、江戸前寿司はすぐ食べることを前提にシ
ャリの温度まで考え抜かれている。シャリは人肌
が基本だが、ネタによって温度を微妙に変えたり
台への置き方を変えたりして提供されるため、す
ぐにいただくのがベスト。吉尾氏のこだわりは、
大正解なのである。

❖
　もうひとつ、吉尾氏が店に行って食べる理由は
職人との会話に薬剤師として学ぶべき点が多くあ
るから。
「寿司職人の方は、お客との何気ない会話から、
どんなネタをすすめればいいのか、握りの固さは
どの程度にすればいいのかなどを鋭く推察してく
れるのです。
　したがって職人さんとの会話は、薬剤師にとっ
て患者さんとのコミュニケーションのとり方に関
して大いに示唆に富んでおり、たいへん勉強にな
ります」
　とはいえ、仕事を意識すると、寿司本来のおい
しさを感じられないだろう。まずは江戸前寿司の
味を堪能するところから始めて、余裕ができたら
寿司職人からスキルを学ぶ機会を持つのがいいか
もしれない。

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。

江戸前寿司
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院
内
薬
剤
師
の
活
躍
が

薬
局
の
在
宅
医
療
へ
の

参
画
を
促
す
起
爆
剤
に

構成／『ターンアップ』編集長：武田 宏

在宅患者を訪問する薬局は、全薬局のうち医療保険の場合で約１
割、介護保険の場合で約３割にとどまっている（2016年度時点。厚
生労働省調査）。このように在宅医療への薬局の進出が滞ってい
る中、桜新町アーバンクリニック院長の遠矢純一郎氏は、院内薬
剤師を参画させての在宅医療を展開している。希少なこの取り組
みについて遠矢氏から話を聞くうちに、薬局が在宅医療において果
たせる役割の大きさや、貢献するために必要な条件が見えてきた。

遠矢 純一郎
医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック院長

とおや・じゅんいちろう
1992年鹿児島大学医学部卒業後、鹿児島大学医学部第３内科所属、沖縄県立中部病院研
修。2000年医療法人社団プラタナス用賀アーバンクリニック副院長。2006年医療法人ナカノ
会ナカノ在宅医療クリニック。2009年医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック院長

編 集 長
対 談 OV O I C E
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在
宅
の
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る

体
制
整
備
を
期
待
し
て

院
内
薬
剤
師
を
採
用

―
―
遠
矢
先
生
が
院
長
を
務
め
ら
れ
る
東
京
・

世
田
谷
区
の
桜
新
町
ア
ー
バ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
の

在
宅
医
療
部
門
に
は
、
薬
剤
師
が
配
属
さ
れ
て

い
ま
す
。
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
在
宅
医
療
の
た
め
に

院
内
薬
剤
師
を
置
く
の
は
、
か
な
り
珍
し
い
事

例
で
す
が
、
な
ぜ
、
そ
う
し
た
施
策
に
踏
み
切

っ
た
の
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

遠
矢　

当
院
の
沿
革
を
交
え
な
が
ら
ご
説
明
し

ま
す
。
当
院
で
は
２
０
０
９
年
に
在
宅
医
療
を

開
始
し
ま
し
た
。
当
初
は
２
〜
３
名
の
患
者
宅

を
ま
わ
る
程
度
で
し
た
が
、
徐
々
に
患
者
数
が

増
加
し
、
２
年
目
に
は
約
１
０
０
名
に
到
達
。

中
で
も
、
緩
和
医
療
を
必
要
と
す
る
末
期
が
ん

患
者
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

当
然
、
医
療
用
麻
薬
や
Ｐ
Ｃ
Ａ
ポ
ン
プ
を
使

う
機
会
が
増
え
ま
し
た
が
、
特
殊
な
薬
剤
や
医

療
機
器
の
調
達
や
管
理
に
、
次
第
に
不
安
を
覚

え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

―
―
貴
院
の
あ
る
世
田
谷
区
は
、
都
区
内
で
も

人
口
が
多
い
地
域
で
薬
局
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
が
、
薬
局
薬
剤
師
に
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
業

務
を
担
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

遠
矢　

当
時
は
ま
だ
、
近
隣
に
高
度
な
在
宅
機

能
を
持
つ
薬
局
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

Ｐ
Ｃ
Ａ
ポ
ン
プ
の
手
配
な
ど
は
、
埼
玉
県
の
薬

局
に
依
頼
し
て
い
た
の
で
す
が
、
が
ん
患
者
は

夜
間
や
休
日
に
突
然
、
容
態
が
悪
化
し
て
急
な

対
応
を
迫
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
頻
回
で
、
距
離
の

離
れ
た
薬
局
に
依
存
す
る
体
制
で
は
心
も
と
な

い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
院
内
に
医
療
用
麻
薬
な
ど
の
薬
剤
を

ス
ト
ッ
ク
し
、
看
護
師
が
管
理
し
て
い
た
の
で

す
が
、
患
者
さ
ん
の
ケ
ア
の
合
間
の
作
業
に
な

る
の
で
、
ど
う
し
て
も
十
分
に
目
が
行
き
届
か

ず
、
使
用
期
限
が
切
れ
て
し
ま
う
な
ど
の
問
題

が
発
生
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
か
ん
が
み
、
院
内
で
緩
和

ケ
ア
に
関
す
る
体
制
を
専
門
家
と
し
て
整
え
て

く
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
在
宅
医
療

に
お
い
て
近
隣
薬
局
と
の
連
携
体
制
を
構
築
し

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
院
内
薬
剤
師
の

導
入
に
い
た
っ
た
の
で
す
。

院
内
薬
剤
師
が
患
者
宅
と

地
域
の
薬
局
と
を
つ
な
ぐ

架
け
橋
の
役
割
を
果
た
す

―
―
採
用
し
た
院
内
薬
剤
師
の
働
き
ぶ
り
は
、

い
か
が
で
し
た
か
。

遠
矢　

想
像
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
、
在
宅
医
療
の
体
制
が
よ
り
強
固
に
な
り

ま
し
た
。

　

院
内
薬
剤
師
の
業
務
と
し
て
、
た
と
え
ば
、

私
や
看
護
師
と
と
も
に
在
宅
患
者
の
初
回
訪
問

へ
の
同
行
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
初
回
訪
問
は
非

常
に
重
要
で
、
医
師
に
は
、
病
歴
や
今
後
の
希

望
、
ご
家
族
の
ニ
ー
ズ
な
ど
確
認
す
べ
き
事
項

が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
薬
剤
師
が
い
な
か
っ
た

と
き
は
服
薬
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
も
医
師
が
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

当
院
の
在
宅
患
者
の
９
割
は
高
齢
者
で
、
そ

の
う
ち
６
〜
７
割
に
認
知
症
の
症
状
が
見
ら
れ

ま
す
。
押
し
入
れ
の
中
か
ら
、
飲
ん
で
い
る
の

か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
薬
が
山
の
よ
う
に
出

て
く
る
事
態
も
ざ
ら
で
、
そ
の
整
理
だ
け
で
た

い
へ
ん
な
時
間
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
院
内
薬
剤
師
が
現
在
の
服
薬
や
残
薬
の
状
況

を
把
握
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

―
―
院
内
薬
剤
師
が
加
わ
っ
た
お
か
げ
で
、
遠

矢
先
生
は
患
者
さ
ん
の
診
察
や
、
ご
家
族
と
の

面
談
に
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
ね
。

遠
矢　

し
か
し
、
院
内
薬
剤
師
が
す
べ
て
の
患

者
さ
ん
の
服
薬
管
理
を
担
う
の
は
無
理
で
す
。

そ
こ
で
、
当
院
と
地
域
の
薬
局
薬
剤
師
と
の
連

携
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
目
的
で
、
訪
問
服

薬
支
援
の
必
要
性
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
て
く
れ

編 集 長
対 談 OV O I C E
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る
点
で
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
初
回
訪
問
時
に
院
内
薬
剤
師

か
ら
、
薬
局
薬
剤
師
が
訪
問
す
る
仕
組
み
を
患

者
さ
ん
や
ご
家
族
に
説
明
。
必
要
に
応
じ
て
か

か
り
つ
け
薬
局
に
連
絡
し
て
訪
問
の
相
談
を
し

ま
す
。
か
か
り
つ
け
薬
局
が
在
宅
医
療
に
未
対

応
な
ら
ば
、
近
隣
で
薬
局
を
探
し
て
手
配
も
し

ま
す
。
ま
た
、
訪
問
が
決
ま
っ
た
薬
局
に
は
、

院
内
薬
剤
師
が
患
者
さ
ん
の
状
況
を
詳
細
に
説

明
す
る
の
で
、
訪
問
す
る
薬
局
も
安
心
で
す
。

―
―
院
内
薬
剤
師
が
、
在
宅
現
場
と
薬
局
と
の

架
け
橋
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

驚
き
で
す
。

地
域
に
３
つ
し
か
な
か
っ
た

在
宅
を
応
需
す
る
薬
局
が

 30
以
上
に
ま
で
急
増

遠
矢　

さ
ら
に
、
院
内
薬
剤
師
の
働
き
で
、
薬

局
の
姿
勢
に
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

院
内
薬
剤
師
の
導
入
当
初
、
在
宅
医
療
に
対

応
す
る
薬
局
は
周
辺
に
３
つ
の
み
で
、
薬
剤
師

の
訪
問
を
受
け
て
い
た
患
者
さ
ん
は
15
％
程
度

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
院
内
薬

剤
師
が
薬
局
へ
訪
問
の
相
談
を
持
ち
込
む
よ
う

に
な
る
と
、
対
応
す
る
薬
局
が
増
え
始
め
た
の

で
す
。
現
在
で
は
30
以
上
の
薬
局
が
応
需
し
、

薬
剤
師
の
訪
問
指
導
を
受
け
る
患
者
さ
ん
の
割

合
は
約
６
割
に
上
っ
て
い
ま
す
。

―
―
在
宅
医
療
に
取
り
組
み
た
く
て
も
方
法
が

わ
か
ら
ず
、
躊
躇
し
て
い
る
薬
局
が
多
い
と
の

証
左
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

遠
矢　

院
内
薬
剤
師
の
薬
学
的
知
識
に
も
と
づ

い
た
配
慮
が
、
薬
局
の
在
宅
医
療
へ
の
参
入
の

ハ
ー
ド
ル
を
さ
ら
に
下
げ
て
い
る
と
も
感
じ
ま

す
。
た
と
え
ば
、
嚥
下
機
能
の
低
下
し
た
患
者

さ
ん
に
対
し
、
医
師
が
処
方
せ
ん
に
「
○
○
錠

を
粉
砕
化
」
と
書
く
と
、
院
内
薬
剤
師
が
そ
の

場
で
「
こ
の
薬
に
は
粉
末
が
あ
る
」、「
Ｏ
Ｄ
錠

で
対
応
で
き
る
」
な
ど
と
提
案
し
て
く
れ
る
の

で
、
訪
問
を
担
っ
て
い
る
薬
局
の
負
担
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

―
―
処
方
せ
ん
が
「
粉
砕
化
」
の
ま
ま
な
ら
、

薬
局
は
手
間
を
か
け
て
そ
の
と
お
り
調
剤
す
る

か
、
疑
義
照
会
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

院
内
薬
剤
師
が
処
方
を
最
適
化
し
て
く
れ
る
の

は
あ
り
が
た
い
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ
ど
活
躍
し
て
い
る
院
内

薬
剤
師
は
、
診
療
報
酬
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

遠
矢　

現
状
で
は
算
定
対
象
に
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
院
内
薬
剤
師
の
存
在
が
業
務

を
大
幅
に
効
率
化
し
て
く
れ
た
結
果
、
よ
り
多

く
の
患
者
さ
ん
を
診
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
診

療
機
能
が
拡
大
す
る
な
ど
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
経

営
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
定
期

的
に
訪
問
し
て
い
る
患
者
数
は
４
５
０
名
に
ま

で
増
え
、
ス
タ
ッ
フ
も
薬
剤
師
以
外
に
常
勤
医

６
名
、
非
常
勤
医
４
名
、
看
護
師
13
名
、
管
理

栄
養
士
２
名
、
作
業
療
法
士
２
名
に
ま
で
増
強

で
き
ま
し
た
。

―
―
先
進
的
な
施
策
で
す
の
で
、
い
つ
か
診
療

報
酬
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

診
療
記
録
を
全
職
種
に
開
示

各
々
が
専
門
性
を
発
揮
す
る
に
は

情
報
の
共
有
化
が
不
可
欠

―
―
院
内
薬
剤
師
の
目
覚
ま
し
い
仕
事
ぶ
り
を

う
か
が
い
ま
し
た
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
地
域
の

薬
局
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
の
で
、
院
内
薬

剤
師
が
必
要
だ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
？

 【資料】 在宅訪問中の院内薬剤師
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遠
矢

　
確
か
に
そ
う
し
た
側
面
は
あ
る
で
し
ょ

う
。
た
だ
薬
局
ば
か
り
を
責
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

大
半
の
医
療
機
関
が
処
方
せ
ん
を
発
行
す
る
だ

け
で
、
患
者
さ
ん
の
詳
し
い
情
報
を
ほ
と
ん
ど

薬
局
に
提
供
し
な
い
現
状
で
は
、
自
信
を
持
っ

た
服
薬
指
導
が
で
き
ず
、
薬
局
薬
剤
師
が
在
宅

医
療
に
尻
込
み
す
る
の
は
当
然
で
す
。

―
―
貴
院
で
は
、
薬
局
と
ど
の
よ
う
な
情
報
を

共
有
し
て
い
る
の
で
す
か
。

遠
矢

　
薬
局
に
限
ら
ず
、
訪
問
看
護
師
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
、
在
宅
に
か
か

わ
る
す
べ
て
の
職
種
に
対
し
て
、
患
者
さ
ん
の

同
意
の
も
と
、
毎
回
の
診
療
記
録
を
共
有
し
て

い
ま
す
。

―
―
そ
れ
は
、
す
ば
ら
し
い
。
先
ほ
ど
、
貴
院

の
周
辺
で
在
宅
医
療
に
参
入
す
る
薬
局
が
大
幅

に
増
え
た
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
こ
の
取
り

組
み
も
ま
た
、
そ
れ
を
、
あ
と
押
し
し
て
い
る

は
ず
で
す
。

遠
矢

　
処
方
せ
ん
か
ら
病
状
を
読
み
取
る
「
処

方
推
論
」
と
称
す
る
学
問
ま
で
あ
る
よ
う
で
す

が
、
診
療
記
録
を
共
有
す
れ
ば
す
む
話
で
す
。

　
在
宅
患
者
は
今
後
も
増
え
つ
づ
け
、
各
職
種

に
よ
る
分
業
は
、
ま
す
ま
す
必
要
に
な
り
ま
す

が
、
大
前
提
と
し
て
各
職
種
が
同
一
情
報
に
も

と
づ
い
た
ケ
ア
を
し
な
け
れ
ば
、
真
に
患
者
さ

ん
の
た
め
に
な
る
医
療
は
届
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

我
々
医
師
は
体
制
を
見
直
し
、
情
報
の
共
有
化

を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

院
外
に
い
る
薬
局
薬
剤
師
も

チ
ー
ム
医
療
の
輪
に
加
わ
っ
て

職
能
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
―
院
内
薬
剤
師
の
存
在
は
、
医
師
や
各
職
種

の
方
が
薬
剤
師
の
職
能
を
知
る
貴
重
な
機
会
の

創
出
に
も
つ
な
が
る
と
感
じ
ま
す
。

遠
矢

　
そ
の
と
お
り
で
す
。
院
内
ス
タ
ッ
フ
が

薬
剤
師
の
仕
事
ぶ
り
を
直
接
、
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
専
門
性
へ
の
評
価
が
大
幅
に
上

が
り
ま
し
た
。
特
に
医
師
に
と
っ
て
は
、
忙
し

い
と
き
に
薬
剤
師
か
ら
疑
義
照
会
が
あ
る
と
、

つ
い
イ
ラ
ッ
と
し
て
し
ま
い
が
ち
で
し
た
が
、

ど
の
よ
う
な
薬
剤
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
の

か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
考
え
方
が
変
わ
り

ま
し
た
。

―
―
医
薬
分
業
の
理
念
の
も
と
、
薬
局
薬
剤
師

は
院
外
で
医
療
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
結

果
、
医
師
や
他
職
種
か
ら
遠
い
存
在
の
よ
う
に

見
な
さ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。

遠
矢

　
薬
剤
の
一
元
管
理
な
ど
の
面
か
ら
、
薬

剤
師
が
院
外
に
い
る
必
要
性
は
間
違
い
な
く
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
た
と
え
院
外
に
い
て
も
、
十

分
に
チ
ー
ム
医
療
が
成
り
立
つ
よ
う
な
仕
組
み

を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
当
院
で
院
内
薬
剤
師
が
示
し
て
く
れ
た
よ
う

に
、
薬
局
薬
剤
師
も
チ
ー
ム
内
で
職
能
を
発
揮

し
、
何
が
で
き
る
の
か
を
他
職
種
に
見
せ
て
ほ

し
い
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
に
何
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
を
常
に
考
え
て
専
門
性
を
磨
き
、

他
職
種
と
と
も
に
地
域
医
療
に
貢
献
し
て
く
れ

る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

―
―
薬
局
薬
剤
師
が
、
な
す
べ
き
働
き
が
、
あ

ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
お
話
で
し
た
。

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『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
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第5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

緩和ケアをテーマに、多職種が参加する地域勉強会が
開催されています。今回、当薬局では「緩和領域に

おける薬剤師の役割」と題し、今までかかわった疼痛管理
の症例を紹介しつつ、服薬指導や介入内容、無菌調剤など
をアピールしました。「そんなことをしてもらえるとは知
らなかった」、「とても助かる」との感想が多く、うれしい

半面、連携不足で情報が行きわたっていない点を反省しま
した。また、「薬剤師の薬の配達に507円（１割負担）、
場合によって1,014円（２割負担）がかかると患者に言い
づらく困っていた」とのケアマネジャーの声が心に残りま
した。費用に対し納得いただける仕事ができていないと思
い知ったエピソードでした。課題は多そうです。

多
職
種

勉
強
会
に

参
加
し
て

き
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は

「
緩
和
医
療
」。

緩
和
領
域
で
も

役
に
立
て
ま
す
！

薬
剤
師
さ
ん
が

こ
こ
ま
で
し
て
く
れ
る

と
は
思
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

実
は
今
ま
で

薬
剤
師
さ
ん
の

居
宅
療
養
管
理
指
導
を

疑
問
視
し
て

い
ま
し
た
。

薬
の
配
達
だ
け
で

５
０
７
円
は
高
す
ぎ
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
…
…
。

こ
の
発
言
は
け
っ
こ
う
シ
ョッ
ク
で
―
―

も
っ
と
役
割
を

ア
ピ
ー
ル
せ
ね
ば
！

指
導
の
内
容
も

今
よ
り
充
実

さ
せ
な
い
と
な
。

考
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。

主
任
が
在
宅
業
務
に

つ
い
て
発
表
。

フ
ロ
ア
か
ら
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第30回

２
０
１
６
年
か
ら
本
格
化
し
た

A
M
R
対
策
に
も
と
づ
い
て

厚
労
省
が
実
態
を
多
面
的
に
調
査

　

近
年
、
世
界
中
の
医
療
界
で
薬
剤
耐
性
（
A
M
R
）
対
策

が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
（
詳
細
は
、
本
誌
第
38

〈
２
０
１
８
年
２
月
〉
号
を
参
照
）。
我
が
国
で
も
事
態
を
重

く
見
た
世
界
保
健
機
関
（
W
H
O
）
の
勧
告
に
の
っ
と
り
、

２
０
１
６
年
に
『
A
M
R
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
』
を
策

定
し
、
抗
菌
薬
の
使
用
量
の
削
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
展

開
中
で
す
。

　

同
プ
ラ
ン
で
は
、
薬
剤
耐
性
菌
に
関
す
る
「
ワ
ン
ヘ
ル
ス

（
人
の
健
康
を
守
る
た
め
に
は
、
動
物
や
環
境
に
も
目
を
配

っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
す
る
概
念
）」
の
視
点
に
も

と
づ
い
た
動
向
調
査
の
実
施
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ほ

ど
厚
生
労
働
省
が
『
薬
剤
耐
性
ワ
ン
ヘ
ル
ス
動
向
調
査
年
次

報
告
書
２
０
１
８
』
を
作
成
、
公
表
し
ま
し
た
。
今
回
は
報

告
書
か
ら
、
我
が
国
に
お
け
る
A
M
R
対
策
の
現
状
と
課
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
系
の
抗
菌
薬
の

国
内
で
の
状
況
は
悪
く
な
い
が

耐
性
率
が
上
昇
中
の
抗
菌
薬
も

　

A
M
R
対
策
が
求
め
ら
れ
る
薬
剤
耐
性
菌
は
数
多
い
で
す

が
、
グ
ラ
ム
陰
性
菌
の
分
野
で
最
近
、
特
に
世
界
各
国
で
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
腸
内
細
菌
科
細
菌
に
お
け
る
カ
ル

バ
ペ
ネ
ム
系
抗
菌
薬
へ
の
耐
性
率
の
上
昇
で
、
米
国
疾
病
対

策
予
防
セ
ン
タ
ー
（
C
D
C
）
が
「
悪
夢
」
と
表
現
し
て
い

る
ほ
ど
で
す
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
幸
い
我
が
国
で
は
、
大

腸
菌
、
肺
炎
桿
菌
に
お
け
る
カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
系
抗
菌
薬
へ
の

耐
性
率
は
１
％
未
満
と
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
現

時
点
で
は
上
昇
傾
向
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
方
で
、
大
腸
菌
に
お
け
る
セ
フ
ォ
タ
キ
シ
ム
（
C 

Ａ
Ｍ
Ｒ
対
策
の
認
識
が

浸
透
す
る
医
療
現
場

課
題
は
国
民
の
意
識
変
革
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T
X
）
な
ど
の
第
３
世
代
セ
フ
ァ
ロ
ス
ポ
リ
ン
系
抗
菌
薬
や

レ
ボ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
（
L
V
F
X
）
な
ど
の
フ
ル
オ
ロ
キ
ノ

ロ
ン
系
抗
菌
薬
へ
の
耐
性
率
は
年
々
、
悪
化
。
２
０
１
１
年

に
14
・
８
％
だ
っ
た
C
T
X
の
耐
性
率
は
２
０
１
７
年
に
は

26
・
８
％
に
、
L
V
F
X
も
同
じ
く
31
・
４
％
か
ら
40
・
１

％
に
上
昇
し
て
お
り
、
特
に
慎
重
な
使
用
が
必
要
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
ヒ
ト
用
抗
菌
薬
の
販
売
量
に
も
と

づ
い
た
使
用
量
を
見
て
み
る
と
、
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
１

６
年
に
か
け
て
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
２
０

１
７
年
は
低
下
し
13
・
８
D
I
D
で
し
た
。
２
０
１
３
年
と

比
較
し
て
７
・
３
％
減
少
し
て
お
り
、
A
M
R
対
策
ア
ク
シ

ョ
ン
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
医
療
現
場
で
抗
菌
薬
の
使
用
に
慎

重
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

国
民
の
誤
っ
た
知
識
と

誤
っ
た
使
い
方
を
正
せ
る

可
能
性
を
持
つ
薬
局
薬
剤
師

　

報
告
書
で
は
、
医
療
現
場
で
の
抗
菌
薬
の
実
態
だ
け
で
な

く
、
一
般
国
民
の
意
識
に
関
し
て
の
調
査
も
取
り
ま
と
め
ら

れ
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、
「
抗
菌
薬
は
ウ
イ
ル
ス
を

や
っ
つ
け
る
」、
「
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
抗
菌
薬
は

効
果
的
だ
」
な
ど
の
誤
っ
た
知
識
を
持
っ
て
い
る
国
民
は
４

割
以
上
に
の
ぼ
り
、
前
年
調
査
と
比
較
し
て
数
値
が
改
善
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
抗
菌
薬
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
国
民
に

は
十
分
周
知
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
態
で
す
。

　

さ
ら
に
、
抗
菌
薬
の
内
服
を
自
己
判
断
で
中
止
し
た
患
者

は
約
２
割
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
残
っ
た
抗
菌
薬
を
後
日
、

自
己
判
断
で
使
っ
た
り
、
あ
る
い
は
家
族
や
友
人
に
あ
げ
た

こ
と
が
あ
る
と
の
回
答
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
報

告
書
で
は
、
こ
う
し
た
不
適
切
な
服
薬
を
防
ぐ
に
は
、
国
民

の
意
識
を
変
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発
活
動
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
い
ま
す
が
、
薬
剤
を
直
接
、
患
者
に
手
渡
す
薬
局
薬
剤

師
な
ら
、
た
と
え
ば
「
症
状
が
良
く
な
っ
た
か
ら
と
抗
菌
薬

の
服
用
を
途
中
で
勝
手
に
や
め
る
と
、
治
り
に
く
く
な
っ
た

り
、
耐
性
菌
が
現
れ
て
薬
が
効
き
に
く
く
な
る
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
よ
」
と
正
し
い
知
識
を
伝
え
る
こ
と
で
、
患
者
啓
発

の
一
翼
を
担
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【資料】 一般国民の薬剤耐性に関する意識調査の結果

出典：『薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書2018』より作成

抗菌薬はウイルスをやっつける

2017年

2017年

2017年

2017年

2017年

2018年

2018年

2018年

2018年

2018年

風邪やインフルエンザに抗菌薬は効果的だ

不必要に抗菌薬を使用していると、その抗菌薬が効かなくなる

自宅に保管している抗菌薬を自分で使ったことがある

自宅に保管している抗菌薬を家族や友人にあげて使ったことがある

正しい 46.8%

正しい 46.6%

正しい 40.6%

正しい 43.8%

正しい 67.5%

正しい 68.8%

はい 75.8%

はい 77.5%

はい 26.5%

はい 27.2%

間違い 21.9%

間違い 20.3%

間違い 24.6%

間違い 22.1%

間違い 3.7%

間違い 3.1%

わからない 31.3%

わからない33.0%

わからない 34.8%

わからない 34.1%

わからない 29.4%

わからない 27.5%

いいえ 24.2%

いいえ 22.5%

いいえ 73.5%

いいえ 72.8%



　普段の業務で疑問に思ったことを調べたけれど、よくわからない、答えが見つからない――。じゃあ臨床研究をしてみ
ませんか？このコーナーでは、医療者が医療現場で抱いた疑問を出発点に、研究計画（研究デザイン）をつくり上げる
までのコツを紹介します。ときめき病院で働く新人薬剤師のビート君は、何やら薬薬連携をテーマに研究をしたいと思って
いる様子。看護師のコリンさんとの会話の様子をのぞいてみましょう。

第１回　研究計画のつくり方

⇦ 

解
説  

は
20
ペー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さい。

ビ
ー
ト
君
は
、研
究
計
画
を
立
て
る
た
め
に

最
初
に
何
を
す
べ
き
な
の
か
!?

出典：単行本『もしあなたが臨床研究を学んだら医療現場はもっとときめく』
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も し あ な た が 臨 床 研 究 を 学 ん だ ら

薬剤師の仕事はもっとときめく
京
都
大
学
准
教
授

福
間 

真
悟

監修

単行本試し読み
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　著：福間 真悟　京都大学准教授
　　　渡部 一宏　昭和薬科大学教授
監修：福原 俊一　京都大学教授／福島県立医科大学副学長
発行：じほう　　
A5判／ 258ページ／本体3,600円（税別）／ 2019年１月発行（予定）

　臨床研究のはじめの一歩を、マンガを交えて紹介。臨床研究デザインではずせない
ポイントや、陥りがちな落とし穴をわかりやすく解説しています。ケーススタディや
理解度確認クイズもついているので実践的に学べる１冊です！

『もしあなたが臨床研究を学んだら
医療現場はもっとときめく』

解説

　医療現場で医療者から生まれるRQこそ、患者、
社会、医療者にとって切実で良いRQです。しかし、
このRQを科学的に質の高い方法で解決するには、
よく練られた研究計画が必須です。細部が曖昧なま
ま研究を始めても、結局は失敗してしまいます。
　今回は、よく練られた研究計画をつくるための最
初のポイントを２つご紹介します。

■RQをより具体的に決める
　ビート君が明らかにしたいのは、「薬薬連携」と
いう「要因」と、「慢性疾患管理の質」という「ア
ウトカム（結果）」が、どのように関連しているか
です。つまり、要因とアウトカムの関連を調べるこ
とが、ビート君のRQになります。次に、要因とア
ウトカムの内容を明確にする必要があります。「薬
薬連携」や「慢性疾患管理の質」は、かなり広い概
念なので、より具体的にしていかなければなりませ
ん。この場合は、薬薬連携を「病院・薬局間の情報
共有の有無」と定義し、慢性疾患管理の質を「糖尿
病患者における血糖コントロール」とすることにし
て考えていきましょう。

■PECOを明確にする
　ビート君のRQの目的は、「病院・薬局間の情報
共有と血糖コントロールの関連を調べる」と明確に
なりました。
　つづいて、それをどんな方法によって解決するの
か。まずは、研究計画の基本的な骨格であるPECO
を決めます。PECOとは、以下の頭文字をとったも
のです。

P（Patients ／ Participants）：誰に？（対象）
E（Exposure）：何があると？（要因）
C（Comparison）：何（要因がないか、別の要因が
ある）とくらべて？（比較対照）

O（Outcome）：どうなるか？（アウトカム）

　ビート君のRQで例を示します。P＝高齢糖尿病
患者、E＝患者の病名・検査値など情報共有あり

4 4

、
C＝患者の病名・検査値など情報共有なし

4 4

、O＝
HbA1cの改善。これで、PECOがはっきり決まりま
した。
　研究計画は、このようにRQやPECOを具体的、
かつ明確にするところから出発します。

　コリンさんが言った「RQ」とは、リサーチ・クエスチョンのこと。研究で明らかに
したい事柄を宣言した簡潔な文章を指します。今回は、ビート君のRQ「薬薬連携
により高齢患者の慢性疾患管理の質は向上するか？」から、研究計画をつくるため
に最初にしなければならないことを学びましょう。
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が報告されています。対策として両社では、処方オ
ーダーシステムの表示を改良して販売名の前に薬効
を追記し、「〈抗てんかん剤〉マイスタン錠」のよう
に表示したり、抗てんかん剤などのハイリスク薬は
薬剤名称の前に「★」マークをつけて表示するなど
して取り違いを防ぐように提案しています。
────────────────────────

PRODUCT
慢性便秘症治療薬が新発売
　EAファーマ株式会社と持田製薬株式会社は、慢
性便秘症治療薬『モビコール配合内用剤』の発売を
開始しました。
　本剤は、器質的疾患による便秘を除く慢性便秘症
を対象とする国内初のポリエチレングリコール製剤
で、２歳以上の小児及び成人において使用が可能で
す。本剤は、主成分のポリエチレングリコールの浸
透圧効果により腸管内の水分量を増加させ、その結
果、便中水分量が増加、便が軟化、便容積が増大す
ることで生理的に大腸の蠕動運動を活発化し、排便
を促すメカニズムを備えています。また、水に溶解
して服用するため、適切な硬さの便が見られるまで
適宜増減が可能な点も特徴です。
　便秘症は、若年層では女性に多く、高齢者では男
女ともに罹患比率が高い疾患で、小児は特に重症化
しやすい傾向があります。また、排便回数の減少に
加えて残便感、硬便などの症状が慢性化し、QOL
の低下に悩まされている患者が多く存在します。本
剤は、欧州を中心とする海外では、オランダにある
Norgine社から『MOVICOL』の販売名ですでに販

BOOK
『 改訂５版 漢方業務指針』
編集：日本薬剤師会／発行：じほう

薬局方、日本薬局方外生薬規格2015、薬局製剤指
針などの最新の情報を踏まえ、大幅にアップデート
されています。
　さらに、新規処方として24処方を追加掲載して
いるほか、すべての処方について体力表を配置し、
患者の体力状況に応じた処方かどうかを確認できる
ようになりました。また、従来版と比較して索引機
能が拡充し、利便性が向上しています。
　原料生薬に関する解説も充実しており、漢方業務
の適切な理解と実施に必須の１冊です。
────────────────────────

CAUTION
マイスリーとマイスタンの取り違い注意
　アステラス製薬株式会社の催眠鎮静剤『マイスリ
ー』（一般名：ゾルピデム酒石酸塩）と、大日本住
友製薬株式会社の抗てんかん剤『マイスタン』（一
般名：クロバザム）に関して、名称が似ているため
に取り違いが相次いでいるとして、両社が注意を呼
びかけています。
　両製品では、2012年にも同様の注意喚起が行わ
れましたが、その後も調剤時の取り違いなどが起き
ています。具体的な取り違い例としては、マイスリ
ーを処方するために処方オーダーシステムで「マイ
ス」と入力して検索を行い、表示された候補リスト
の中から誤ってマイスタンを選択し処方したケース

　漢方業務にかかわる薬剤師な
どの医療者に広く利用されてい
る『漢方業務指針』が約20年ぶ
りに大改訂され、第５版として
発刊されました。
　内容は、一般用漢方製剤承認
基準（新基準）、第17改正日本

売され、多くの慢性便
秘症患者が服用してい
ます。今回の国内発売
により、日本でも新た
な同疾患の治療の選択
肢になることが期待さ
れています。 モビコール配合内用剤
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近藤 達也

〈2013年１月〉 No.８
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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

菊地 臣一

〈2013年５月〉 No.10
日本プライマリ・ケア連合学会理事長

丸山 泉

〈2013年７月〉 No.11
神戸市立医療センター中央市民病院長

北 徹
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〈2016年５月〉 No.28
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〈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
東京都立小児総合医療センター部長

赤澤 晃

〈2016年11月〉 No.31
新田クリニック院長

新田 國夫

〈2018年11月〉 No.41
医療法人社団鴻鵠会理事長

城谷 典保

〈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43号は、

2019年5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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本号の取材を通して、薬剤師からの情報
共有、医師からの情報共有の双方があ

って初めて医療がうまくまわっていくのだと
感じた。そうした環境を実現するために、薬
剤師は専門領域で知見を発揮し、積極的に医
師へ情報のフィードバックを行っていく必要
がある。有用なフィードバックがあれば自ず
と医師からの情報共有も増えてくるだろう。
院内や在宅では、すでにそうした成果が出て
きているが、本丸は外来通院されている患者
が対象ではないだろうか。薬局薬剤師が地域
に暮らす患者に対して、また医療全体の中で
存在感や必要性を示せるのかは、そこにかか
っているはずだ。 （H.T.）

薬剤師による臨床研究をテーマにした新
連載「もしあなたが臨床研究を学んだ

ら薬剤師の仕事はもっとときめく」が本号か
らスタートしました。皆様の学びの一助にな
りましたら幸いです。 （K.K.）

最近、医師や多職種の方が集まる取材の
現場に出る機会が増えたのですが、出

席した薬局薬剤師の方が話をすると、「そん
なことまでできるの!?」と周囲の方が驚くシ
ーンに、しばしば遭遇します。薬局薬剤師の
職能は、まだまだ知られていないのだと痛感
する瞬間です。 （フク）
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