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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─
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早稲田大学医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問
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っ
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「
メ
ス
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な
る
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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
良いRQは「FIRM2NESS」を満たす

３分間でわかる医療行政
糖尿病性腎症予防には
薬局薬剤師による保健指導が有効

VOICE ─編集長対談─
帝京平成大学薬学部薬学科・大学院薬学研究科教授
医薬品安全性評価学ユニット

濃沼 政美



　薬機法の改正が５年ぶりに実施される。主
な改正点は、保険薬局を機能別に分けること
で、「地域連携薬局」や「専門医療機関連携
薬局」が新たに創設されるようだ。
　地域連携も専門医療機関との連携も、本来
なら、薬局ですでに実施されていて当然のこ
と。そうでないから、薬局の役割を患者視点
で分類し、分類のもとで薬局が機能するよう
促すのであろう。
　薬局が、社会の要望に応えられず、患者に
とって価値ある医薬分業になっていない。医
薬分業元年から 45 年を迎えるが、薬剤師に
よる薬学的管理、服薬指導が十分に行われて
いるとは言えず、「患者にとってのメリット
が感じられない」との不満や、「公的医療保
険財源や患者の負担に見合ったものになって
いない」との指摘がいまだに聞かれる。

◆　◆　◆　◆　◆

　医薬分業に関しては、すでに行政が介入し
ている（業界が民意に耳を傾けそれを実現し
ようとしないため、常に行政主導で業界が追
従していることは慙愧に堪えない）。厚生労
働省は 2015 年、患者本位の医薬分業の実現
に向けて『患者のための薬局ビジョン～「門
前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ
～』を制定。かかりつけ薬剤師、薬局を推進
し、薬剤師の業務を対物業務から対人業務へ

とシフトさせ、薬剤師が専門性を発揮できる
ような環境づくりを進めてきた。
　しかし残念ながら、医療・福祉分野の方々
には、「薬剤師の仕事が、どこまで進展した
のかはわかりかねる」というのが正直な感想
だろう。
　方向性が示されても、具体的な施策を決定
して行動に移そうとしない薬局業界。このま
までは、薬機法が改正されても、遅々として
進まず、今までの医薬分業と同じ状況になる
のではないかと危惧している。

◆　◆　◆　◆　◆

　ところで現在、薬局業務において、非薬剤
師ができる業務を明確にしようとする動きが
出てきている。昨年、某市で、非薬剤師の行
為（薬を PTP からバラしている行為）を調
剤に当たるとして自治体が薬剤師法違反と判
断したからだ（後に撤回）。
　非薬剤師の業務内容が明確になれば、非薬
剤師の補助としての活躍の場が開けると同時
に薬剤師が対人業務にシフトしやすくなるだ
ろう。欧米のごとく価値ある仕事を薬剤師が
実施するには、欧米と同じようにテクニシャ
ンの資格誕生の実現が急がれる。
　さまざまな点において今が、薬剤師が価値
ある医療人として認知されるかどうかの正念
場と言える。

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）

薬機法の改正で浮かぶ危惧
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『
タ
ー
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アッ
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、薬
剤
師
の
新
た
な
可
能
性
を
拓
く
応
援
マ
ガ
ジ
ン
で
す
。
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早稲田大学特命教授／
早稲田大学医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問

笠貫 宏

医
薬
分
業
を
あ
と
押
し
し
た
の
は
外
圧

な
か
な
か
浸
透
し
な
か
っ
た
の
も
当
然

　
「
瓢
箪
か
ら
駒
で
す
」。
こ
ん
な
表
現
は
、
取
材
相
手
が
大

物
す
ぎ
て
適
当
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
の
驚
き
で

つ
い
口
に
出
し
て
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
京
女
子
医
科
大
学

の
学
長
を
務
め
た
後
、
早
稲
田
大
学
特
命
教
授
に
就
任
し
た

笠
貫
宏
氏
の
も
と
を
訪
ね
、
薬
剤
師
に
関
係
す
る
研
究
に
つ

い
て
取
材
を
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
薬
剤
師

へ
の
造
詣
の
深
さ
は
想
定
外
で
、
さ
ら
に
は
薬
剤
師
や
薬
剤

に
か
か
わ
る
会
議
（
一
般
社
団
法
人
薬
学
教
育
評
価
機
構
総

合
評
価
評
議
員
、
厚
生
労
働
省
の
医
療
用
か
ら
要
指
導
・
一

般
用
へ
の
転
用
に
関
す
る
評
価
検
討
会
議
座
長
）
の
メ
ン
バ

ー
で
も
あ
り
、
現
在
進
行
形
で
活
躍
中
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
笠
貫
氏
で
あ
る
か
ら
、
薬
剤
師
に
関
し
て
の
話
が

あ
ふ
れ
る
よ
う
に
出
て
き
た
。
ま
ず
は
医
薬
分
業
が
、
な
か

な
か
日
本
で
浸
透
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
一
般
論
を
く

つ
が
え
す
。

「
多
く
の
人
た
ち
が
、
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
医
師
会

の
反
対
が
、
い
ち
ば
ん
の
理
由
だ
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
側
面
が
あ
る
の
を
否
定
は
し

ま
せ
ん
が
、
日
本
に
お
け
る
医
薬
分
業
の
歴
史
の
浅
さ
が
、

最
大
の
理
由
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

日
本
薬
剤
師
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
あ
り
ま
す
が
、
医

薬
分
業
の
起
源
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
こ
の
時
代
、
ロ
ー
マ
で
は
国
王
な
ど
の
権
力
者
が
、

陰
謀
に
加
担
す
る
医
師
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
る
事
件
が
相
次

ぎ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
皇
帝
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
２
世
は
、
患

日本の医薬
分業は、

今、スタート
地点に立った

。

進展するのは
、これから。

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
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。
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者
を
診
察
し
て
薬
を
処
方
す
る
者
（
医
師
）
と
、
薬
を
厳
し

く
管
理
し
て
調
剤
す
る
者
（
薬
剤
師
）
を
分
け
た
。
こ
れ
が

医
薬
分
業
の
は
じ
ま
り
だ
と
さ
れ
ま
す
。
以
来
、
西
洋
で
は

医
薬
分
業
が
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
」

　

一
方
、
我
が
国
で
は
平
安
時
代
か
ら
薬
を
調
剤
す
る
者
が

「
薬
師
（
く
す
し
）」
と
呼
ば
れ
、
事
実
上
の
医
師
で
あ
る
時

代
が
江
戸
時
代
ま
で
つ
づ
く
。

「
日
本
で
は
長
年
、
医
師
が
薬
剤
師
の
役
割
も
担
い
、
さ
ら

に
は
薬
剤
師
及
び
薬
局
の
概
念
は
、
自
然
に
生
ま
れ
た
の
で

は
な
く
、
明
治
時
代
に
ド
イ
ツ
の
医
療
行
政
が
導
入
さ
れ
て

く
る
の
と
と
も
に
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
１
８
８
９

年
、
薬
品
営
業
並
薬
品
取
扱
規
則
（
薬
律
）
が
公
布
さ
れ
、

『
薬
局
』、『
薬
剤
師
制
度
』
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
医
薬
分
業
は
ま
っ
た
く
進
み
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
し
、
医
薬
分
業
の

徹
底
を
図
ろ
う
と
し
た
の
が
、
第
２
次
世
界
大
戦
後
に
日
本

に
駐
留
し
た
G
H
Q
。
１
９
５
１
年
に
医
師
法
、
歯
科
医

師
法
及
び
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る
医

薬
分
業
法
を
制
定
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
医
師
側
か
ら
の
猛

反
対
で
形
骸
化
し
て
終
わ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
当
然
の

帰
着
だ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
す
。

　

医
師
た
ち
が
反
対
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
既
得
権
益

を
守
り
た
い
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
は
、
薬
剤
師
が
生
ま

れ
て
約
60
年
し
か
た
っ
て
お
ら
ず
、
医
療
薬
学
、
臨
床
実
習

な
ど
の
薬
学
教
育
や
、
調
剤
、
疑
義
照
会
の
実
績
も
十
分
で

は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
医
薬
品
の
安
全
性
確
保
の
観

点
か
ら
医
療
の
質
の
低
下
や
事
故
な
ど
を
恐
れ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
G
H
Q
の
勧
告
で
あ
っ
て
も
、
医
薬
分
業
は
推
し
進

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

西
洋
で
は
、
医
薬
分
業
が
必
然
的
に
生
じ
、
長
い
歴
史
の

中
で
培
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
日
本
の
そ
れ
は
明
治
以
降
、

ド
イ
ツ
か
ら
導
入
さ
れ
、
戦
後
米
国
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
当
時
、
日
本
で
な
か
な
か
浸

透
し
な
か
っ
た
の
も
当
た
り
前
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

国
は
医
師
、
歯
科
医
師
と
同
様
の

独
立
し
た
医
療
職
だ
と
規
定
し
て
い
る

「
そ
の
後
、
日
本
の
医
薬
分
業
が
本
格
化
し
た
の
は
、
国
が

そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
で
す
。

医
師
と
製
薬
企
業
と
の
癒
着
が
取
り
ざ
た
さ
れ
、
薬
価
差
益

を
得
る
た
め
に
患
者
が
薬
漬
け
に
な
っ
て
い
る
な
ど
の
社
会

問
題
が
顕
在
化
し
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
医
薬
分
業
が
必

要
だ
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
厚
生
省
（
当
時
）
が
薬
価
改
定
を
実
施
、
薬
で
利

益
が
出
な
い
仕
組
み
に
組
み
替
え
る
と
同
時
に
、
１
９
９
０

年
代
よ
り
院
内
調
剤
よ
り
も
院
外
処
方
せ
ん
を
発
行
す
る
報

酬
を
高
く
設
定
す
る
な
ど
の
利
益
誘
導
を
行
う
と
、
急
激
に

医
薬
分
業
率
が
高
ま
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
現
在
、
社
会
か
ら
は
、
医
薬
分
業
に
な
っ
て
も
、

「
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
な
い
」、「
薬
局
が
儲
け
す
ぎ
」、「
院
内

処
方
の
ほ
う
が
便
利
」
な
ど
、
薬
局
に
対
す
る
批
判
が
非
常

に
厳
し
い
。
こ
う
し
た
非
難
の
声
が
上
が
る
背
景
に
つ
い
て

は
、「
医
薬
分
業
率
は
上
昇
し
た
も
の
の
、
分
業
内
容
に
薬

剤
師
の
能
力
や
意
識
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
現
実
を
、
メ
デ

ィ
ア
や
患
者
が
敏
感
に
感
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
笠
貫
氏
は
指
摘
す
る
。

PROFILE
かさぬき・ひろし
1967年 千葉大学医学部卒業
1997年 東京女子医科大学循環器内科学講座主任教授
 東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所所長
2009年 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命理工学専攻教授
2013年 早稲田大学特命教授
 東京女子医科大学学長
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だ
が
、
そ
れ
も
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
い
ち
が
い
に
薬
剤
師

を
責
め
ら
れ
な
い
と
話
す
。

「
実
は
、
１
９
６
０
年
に
制
定
さ
れ
た
薬
剤
師
法
第
１
条
に

お
い
て
薬
剤
師
は
『
調
剤
、
医
薬
品
の
供
給
そ
の
他
薬
事
衛

生
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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
』
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
後
段
は
１
９
４

８
年
に
制
定
さ
れ
た
医
師
法
・
歯
科
医
師
法
の
第
１
条
と
ま

っ
た
く
同
じ
。
つ
ま
り
、
医
師
の
医
業
の
独
占
に
抵
触
し
な

い
限
り
薬
の
専
門
家
と
し
て
調
剤
の
独
占
が
う
た
わ
れ
て
い

る
の
で
す
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
―
―
。
国
が
薬

剤
師
を
医
師
、
歯
科
医
師
と
同
様
の
独
立
し
た
医
療
職
と
規

定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
薬
剤
師
と
医
師
と
の
間
の
上
下
関
係
は

解
消
さ
れ
ず
、
医
療
界
で
も
、
一
般
社
会
で
も
、
薬
剤
師
は

薬
の
専
門
家
と
し
て
国
民
の
健
康
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め

の
独
立
し
た
医
療
の
担
い
手
と
し
て
認
識
さ
れ
ず
に
、
今
を

迎
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
薬
剤
師
は
能
力

を
伸
ば
す
、
自
ら
を
医
療
職
と
自
覚
す
る
機
会
を
生
か
し
き

れ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

で
は
、
日
本
の
医
薬
分
業
は
こ
れ
か
ら
、
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
か
？

「
２
０
０
６
年
の
第
５
次
医
療
法
改
正
で
、
薬
局
は
病
院
、

診
療
所
等
と
並
び
『
医
療
提
供
施
設
』
と
定
義
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
薬
剤
師
の
身
分
は
医
師
と
同
等
、
し
か
も
薬
局
も
診

療
所
と
同
様
の
位
置
づ
け
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
バ

ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
整
っ
た
の
で
す
か
ら
、
医
薬
分
業
は
、

よ
う
や
く
で
す
が
、
ス
タ
ー
ト
地
点
に
つ
い
た
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
」

薬
学
教
育
６
年
制
だ
け
で
は
足
り
ず

大
学
教
育
を
評
価
す
る
団
体
が
誕
生

　

薬
剤
師
に
と
っ
て
力
強
い
言
葉
を
発
し
て
く
れ
た
笠
貫
氏

は
、「
だ
か
ら
こ
そ
、
２
０
０
６
年
か
ら
薬
学
教
育
６
年
制

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
意
義
が
あ
る
の

で
す
」
と
つ
づ
け
る
。

「
６
年
制
は
、
医
薬
分
業
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医

療
に
貢
献
す
る
か
た
ち
で
医
薬
分
業
が
成
立
す
る
に
は
、
先

に
触
れ
た
よ
う
に
患
者
に
対
し
て
責
任
を
果
た
せ
る
能
力
を

薬
剤
師
が
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
教
育
期
間
の
延
長

が
必
須
で
し
た
」

　

４
年
制
か
ら
６
年
制
へ
の
移
行
は
、
臨
床
現
場
で
の
実
習

時
間
を
大
幅
に
増
や
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
医
療
倫
理
教

育
に
も
と
づ
く
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養

う
の
が
主
目
的
だ
と
聞
く
機
会
が
多
か
っ
た
が
、
そ
ん
な
単

純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

「
た
だ
、
そ
れ
こ
そ
６
年
制
に
す
れ
ば
解
決
で
き
る
ほ
ど
単

純
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
よ
。
私
が
医
道
審
議
会
薬
剤
師
分

科
会
の
委
員
を
し
て
い
た
と
き
に
驚
い
た
の
は
、
国
家
試
験

の
合
格
率
の
低
さ
で
す
。
２
０
１
１
年
、
医
師
は
90
％
近
い

合
格
率
な
の
に
対
し
、
薬
剤
師
の
そ
れ
は
40
％
前
後
（
現
在

は
70
％
前
後
）。
い
っ
た
い
、
大
学
で
ど
の
よ
う
な
教
育
が

な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
大
い
に
疑
問
に
感
じ
ま
し
た
。

　

大
学
が
モ
デ
ル
・
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
も
と
に
教
育
環

境
を
十
分
に
整
備
し
、
し
っ
か
り
し
た
教
育
を
行
わ
な
け
れ

ば
、
薬
剤
師
が
問
題
解
決
能
力
を
持
つ
医
療
職
と
し
て
独
り

立
ち
で
き
ず
、
医
薬
分
業
は
進
展
し
な
い
。
薬
学
教
育
の
充
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実
を
図
る
た
め
に
、
２
０
０
８
年
、
大
学
の
薬
学
教
育
を
評

価
す
る
一
般
社
団
法
人
薬
学
教
育
評
価
機
構
（
以
下
、
評
価

機
構
）
が
つ
く
ら
れ
、
私
は
総
合
評
価
評
議
員
を
務
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
」

　

恥
ず
か
し
な
が
ら
、
評
価
機
構
の
存
在
を
笠
貫
氏
か
ら
聞

く
ま
で
知
ら
ず
に
い
た
。
評
価
機
構
は
、
２
０
１
３
年
か
ら

大
学
が
提
出
し
た
自
己
点
検
・
評
価
書
を
も
と
に
第
三
者
に

よ
る
評
価
を
実
施
（【
資
料
１
】）
し
て
お
り
、
７
年
に
一
度

は
す
べ
て
の
薬
系
大
学
が
評
価
機
構
に
よ
る
評
価
を
受
け
る

の
だ
と
い
う
。

　

評
価
機
構
の
活
動
が
一
巡
し
た
こ
ろ
に
は
、
国
家
試
験
の

合
格
率
が
上
昇
し
、
薬
剤
師
の
レ
ベ
ル
の
底
上
げ
が
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

薬
剤
師
に
取
り
扱
い
を
任
せ
る
の
が
心
配

だ
か
ら
ス
チ
ッ
チ
O
T
C
化
が
進
ま
な
い

「
も
う
ひ
と
つ
、
薬
剤
業
界
関
連
で
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
が
、

薬
剤
の
ス
チ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
が
進
ま
な
い
理
由
。
こ
れ
も
医

師
会
が
、
収
入
減
を
恐
れ
て
抵
抗
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
や
は
り
、
そ
ん
な
簡
単
な
話
で
は
な
い
。

医
師
は
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
の
取
り
扱
い
を
薬
剤
師
に
任

せ
ら
れ
る
か
心
配
し
て
い
る
の
で
す
」

　

つ
い
最
近
ま
で
、
ス
チ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
は
、
①
日
本
薬
学

会
が
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
候
補
品
目
を
選
び
、
関
係
医
学
会

の
意
見
を
聴
取
し
て
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
、
②
こ
の
リ
ス
ト

を
厚
生
労
働
省
の
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科
会
要

指
導
・
一
般
用
医
薬
品
用
部
会
で
議
論
し
、
候
補
成
分
と
し

て
公
表
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て

い
た
。
議
事
録
は
公
表
さ
れ
る
が
、
ク

ロ
ー
ズ
ド
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た

せ
い
か
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
が
進
ま
な
い
。
そ

こ
で
２
０
１
６
年
に
設
置
さ
れ
た
の
が

各
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
参
加
す
る
医

療
用
か
ら
要
指
導
・
一
般
用
へ
の
転
用

に
関
す
る
評
価
検
討
会
議
（
以
下
、
評

価
検
討
会
議
）。
わ
か
り
や
す
く
言
い

換
え
れ
ば
、
要
望
さ
れ
た
薬
剤
の
Ｏ
Ｔ

Ｃ
化
の
是
非
を
各
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

で
評
価
検
討
す
る
会
で
あ
る
。

【資料1】
一般社団法人薬学教育評価機構の評価のプロセス

薬科大学・薬学部

総合評価評議会

評価チーム

評価チームの編成 評価チーム報告書

評価報告書原案

評価結果の通知

評価の委託

申請
「自己点検・評価書」提出

理事長

評価委員会

報告評価報告書

「自己点検・評価書」の書面調査
及び訪問調査

出典：一般社団法人薬学教育評価機構のウェブサイトより作成

　

何
を
隠
そ
う
、
こ
の
評
価
検
討
会
議
の
座
長
就
任
の
打
診

を
受
け
た
の
が
笠
貫
氏
。
彼
は
、
座
長
を
引
き
受
け
る
に
際

し
て
、
議
論
の
す
べ
て
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
公
開
す
る
こ
と

を
強
調
し
た
。「
評
価
と
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
の
可
視
化
」

を
重
視
し
た
の
だ
。
プ
ロ
セ
ス
が
可
視
化
さ
れ
れ
ば
、
さ
ま

ざ
ま
な
誤
解
が
生
じ
る
素
地
が
な
く
な
る
。

「
評
価
検
討
会
議
で
は
、
議
題
の
薬
剤
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化
の
是
非

に
つ
い
て
、
学
会
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
医
療
機
関
、
保

険
薬
局
、
メ
デ
ィ
ア
、
消
費
者
な
ど
各
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

が
集
い
、
オ
ー
プ
ン
の
場
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、

合
意
形
成
を
原
則
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
Ｏ
Ｔ
Ｃ
化

の
課
題
を
抽
出
し
ま
す
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
募
集
し
て
、
集
ま
っ
た

意
見
を
も
と
に
、
再
度
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す

（【
資
料
２
】）。

　

一
定
の
納
得
を
得
ら
れ
る
ま
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
繰

り
返
し
て
決
め
る
仕
組
み
で
す
が
、
そ
の
過
程
で
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医



と
思
い
ま
す
」

　

笠
貫
氏
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
際
に
、
薬
剤
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
薬
剤
師
に
忘
れ
て
ほ
し

く
な
い
心
が
ま
え
が
あ
る
と
話
し
て

く
れ
た
。

「
か
つ
て
、
循
環
器
内
科
医
と
し
て
、

抗
不
整
脈
薬
の
使
い
方
に
つ
い
て
多

く
の
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
薬
は
劇

的
な
効
果
を
も
た
ら
す
半
面
、
毒
薬

に
も
な
り
、
薬
害
も
引
き
起
こ
し
ま

す
。
薬
を
生
か
す
も
殺
す
も
医
師
次

第
、
ゆ
え
に
、
医
師
は
薬
に
よ
っ
て

育
ち
、
薬
は
医
師
に
よ
っ
て
育
つ
の

で
す
。
そ
こ
で
私
は
講
演
で
、『
薬

は
内
科
医
に
と
っ
て
メ
ス
で
あ
る
』

と
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
医
薬
分

業
が
こ
こ
ま
で
広
が
っ
た
現
在
に
お

い
て
は
、『
薬
は
薬
剤
師
に
と
っ
て

メ
ス
に
な
る
』、『
薬
剤
師
は
薬
に
よ

薬
品
と
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
各
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
共
通
言
語
と
認
識
が
生
ま
れ
ま
す
。
私
は
、

そ
れ
が
患
者
・
国
民
の
た
め
の
O
T
C
医
薬
品
の
充
実
と
発

展
に
つ
な
が
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
評

価
科
学
と
し
て
の
『
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
』
の
実

践
で
す
」

　

ぜ
ひ
、
評
価
検
討
会
議
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
議
事
録
を
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。
ほ
か
で
は
見
ら
れ
な
い
本
音
が
飛
び
交

っ
て
お
り
、
薬
剤
師
に
対
す
る
意
見
も
含
め
て
一
見
す
る
価

値
あ
り
だ
。

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
つ
く
り

千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
そ
う

　

今
後
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、「
今
が
、
チ
ャ
ン

ス
の
と
き
」
と
返
っ
て
き
た
。

「
国
は
、
薬
剤
師
に
は
、
薬
か
ら
患
者
を
診
る
存
在
へ
、
保

険
薬
局
に
は
、
か
か
り
つ
け
薬
局
へ
、
24
時
間
対
応
在
宅
対

応
薬
局
へ
、
健
康
サ
ポ
ー
ト
機
能
を
果
た
す
薬
局
へ
と
変
わ

っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
行
政
の
薬
局
や
薬
剤
師
に
対

す
る
期
待
は
、
想
像
以
上
に
大
き
い
の
で
す
」

　

チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
す
る
に
は
、
沈
黙
し
て
い
て
は
な
ら

な
い
。

「
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
症
状
な
ら
安
心

し
て
か
か
り
つ
け
薬
局
に
行
け
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
の
構
築

な
ど
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
専
門
家
集
団
と
し

て
実
現
可
能
で
持
続
可
能
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
き
、

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
つ
く
っ
て
提
案
し
て
い
た
だ
き
た
い

【資料2】評価検討会議における検討の進め方

出典：厚生労働省・第３回医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議・資料１より作成

っ
て
育
つ
』
と
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
で
す
ね
。
そ

し
て
、
副
作
用
や
効
果
を
継
続
的
に
確
認
し
、
特
に
相
互
作

用
や
多
剤
・
重
複
投
薬
な
ど
に
よ
る
副
作
用
の
防
止
と
早
期

発
見
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

　

メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
は
薬
局
や
薬
剤
師
に
対
す
る
厳
し
い
意

見
ば
か
り
が
目
に
つ
く
昨
今
で
あ
っ
た
が
、
薬
剤
師
が
活
躍

す
る
環
境
が
よ
う
や
く
整
い
、
存
在
感
が
示
さ
れ
る
の
も
間

近
と
笠
貫
氏
か
ら
聞
け
、
心
躍
る
取
材
と
な
っ
た
。
日
本
の

薬
剤
師
は
こ
れ
か
ら
だ
！
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開発の検討
の開始

必要な試験の
実施検討等

必
要
に
応
じ
て
、
機
構
に
相
談

承認申請・
一変申請

成分情報シート
の確定

成分情報シート
の作成

要望品目リスト
の作成・情報の
整理／確認

厚生労働省

学会・団体・企業・個人等

産業界

関係医学会・医会

薬事・食品衛生審議会

パブコメ

各企業

評価検討会議

評価検討会議

情報収集等

見解作成等

情報
提供
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銀座ウエストのホットケーキ（写真提供：株式会社洋菓子舗ウエスト）

　笠貫宏氏の人生に寄り添ってきた食べものがあ
る。それは、ホットケーキだ。
「私は福島県の相馬生まれで、高校生時代に仙台
の学校に通うために下宿をしていました。土曜日
の授業が終わると帰省の途につくのですが、自宅
に戻った翌日の日曜日の朝食では、決まって母が
つくってくれたホットケーキをほおばりました。
ホットケーキの甘さが母の愛情のように感じられ
て、さびしくてもがんばろうという気持ちが湧い
てきたのをよく覚えています」

❖
　大学進学後は、デパートの食堂で好んでホット
ケーキを食し、たまに銀座に行くと『不二家』で
ペコちゃんの焼き押しが可愛いホットケーキを楽
しんだそうだ。当時、男性が外出先でホットケー
キを頼むのは珍しかったのではないだろうか。
「恥ずかしい気持ちがなかったわけではありませ
んが、母のホットケーキが懐かしく、つい、頼ん
でしまうのです」
　お母様はホットケーキにバターと砂糖を煮詰め
てつくった自家製の糖蜜を添えたが、外で食べる
際にはバターとメープルシロップが添えられる。
初めて知ったメープルシロップの味は、ちょっと
大人の味だったと笑う。
「医師になってからは、土日もなく働く日々の中
で、たまに日曜日に休みが取れると、妻が、私の
リクエストもあって、よく朝食にホットケーキを
出してくれました」
　その後、成長した娘さんが、ホットケーキをつ
くってくれるようになった。ホットケーキは、母
の味から妻の味、そして家族団らんでの娘さんの
味へと変遷をたどる。

❖
「そして今は、老夫婦のデートの味です。妻と２
人で青山の『銀座ウエスト』の大きなホットケー
キを分け合って食べるひと時に、日ごろの仕事の
疲れを忘れます」
　大きなホットケーキとは、どれほどのものなの
か。編集部では青山まで足を伸ばし、実際に食べ
てみることに。運ばれてきたホットケーキは確か
に大きく、皿からはみ出さんばかり。密かに持っ
てきたメジャーで測ると直径約 18cm はある。
しかも、２枚重ねなので迫力満点。なるほど、ひ
とりで食べるには大きすぎ、笠貫氏がご夫婦で取
り分けて食べると言った意味がよくわかった。
「ホットケーキは単純な食べ物ですが、一生を通
して、そのときどきのあたたかい味と心を想い起
こさせてくれる好物。ホットケーキにダージリン
のホット紅茶があれば最高です」

―――――――――――――――――――――――

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。

ホットケーキ
―母の味、妻の味、娘の味、そして老いの味―

DATA
銀座ウエスト 青山ガーデン
〒 107-0062　東京都港区南青山１-22-10
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セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
の
た
め

統
計
的
知
見
と
急
性
期
を
含
め
た

病
院
で
の
医
療
経
験
の
獲
得
を

構成／『ターンアップ』編集長：武田 宏

濃沼政美氏は、10数年間にわたって病院薬剤師として勤務した後、大
学教員に転じて薬剤師教育にたずさわるとともに、臨床統計家として多
様な分野の研究支援にあたっている。今回は濃沼氏に、薬学教育者と
臨床統計家の両方の立場から、薬局薬剤師に求めることや薬学教育
のあり方、これからの薬局のあるべき姿などについて幅広く話を聞いた。

濃沼 政美
帝京平成大学薬学部薬学科・大学院薬学研究科教授

医薬品安全性評価学ユニット

こいぬま・まさよし
1990年昭和大学薬学部生物薬学科卒業（薬剤師免許取得）。1991年株式会社盛成堂薬局新宿
本店。1993年東京医療専門学校鍼灸本科卒業（鍼灸師免許取得）、日本医科大学付属病院薬
剤部。1998年同部主任（製剤・治験担当）。2001年昭和大学大学院薬学研究科博士前期課程
修了修士（薬学）。2004年日本大学薬学部助手。2006年博士（薬学・日本大学）、ワシントン
州薬剤師会（海外派遣研究員）。2008年日本大学薬学部専任講師。2011年同准教授。2013
年現職。2014年より信州大学医学部附属病院臨床研究支援センター生物統計・解析部兼務

編 集 長
対 談 OV O I C E
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パ
ス
を
つ
く
っ
て
終
わ
り
に
あ
ら
ず

運
用
と
評
価
解
析
、
改
善
を

繰
り
返
す
の
が
真
の
あ
り
方

―
―
濃
沼
先
生
は
、
臨
床
統
計
家
と
し
て
ご
活

躍
で
す
が
、
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

濃
沼　

帝
京
平
成
大
学
に
加
え
、
信
州
大
学
医

学
部
附
属
病
院
臨
床
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
に
も

在
籍
し
、
医
師
を
中
心
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
者
に
向
け
て
研
究
デ
ザ
イ
ン
相
談
及
び
統
計

解
析
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

臨
床
研
究
の
実
施
時
、
ど
の
よ
う
な
患
者
を
対

象
に
、
何
と
何
を
比
較
し
、
ど
の
よ
う
な
統
計

解
析
手
法
を
用
い
れ
ば
良
い
の
か
、
研
究
に
は

何
名
の
被
験
者
が
必
要
と
な
る
の
か
な
ど
に
つ

い
て
助
言
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
よ
り
良
い

医
療
の
提
供
に
貢
献
す
る
た
め
、
自
ら
も
い
く

つ
か
の
臨
床
研
究
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

―
―
濃
沼
先
生
ご
自
身
が
手
が
け
ら
れ
た
臨
床

研
究
の
例
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

濃
沼　

最
近
の
１
例
を
挙
げ
る
と
、
ク
リ
ニ
カ

ル
パ
ス
（
以
下
、
パ
ス
）
の
有
用
性
を
検
証
す

る
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

―
―
パ
ス
は
、
入
院
患
者
な
ど
に
対
し
、
特
定

の
疾
患
、
手
術
、
検
査
ご
と
に
各
職
種
が
提
供

す
る
ケ
ア
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
ま
と
め
た
標
準

的
な
治
療
計
画
書
で
す
。
パ
ス
の
検
証
を
行
う

研
究
に
お
い
て
、
統
計
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

成
立
す
る
の
で
す
か
？

濃
沼　

パ
ス
に
お
け
る
統
計
学
の
効
用
は
「
モ

ノ
や
プ
ロ
セ
ス
の
最
適
化
」
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
標
準
的
な
治
療
計
画

書
で
あ
る
パ
ス
が
、
ど
の
程
度
有
効
に
機
能
し

て
い
る
か
の
検
証
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
改

善
方
法
に
つ
い
て
は
、
統
計
的
デ
ー
タ
解
析
の

技
術
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

―
―
な
る
ほ
ど
、
統
計
的
デ
ー
タ
解
析
に
よ
っ

て
パ
ス
の
機
能
を
検
証
し
、
内
容
の
見
直
し
に

役
立
て
る
わ
け
で
す
ね
。

濃
沼　

そ
の
と
お
り
で
す
。
パ
ス
を
運
用
す
る

中
で
、
パ
ス
の
手
順
ど
お
り
に
進
め
る
だ
け
で

は
う
ま
く
い
か
な
い
ケ
ー
ス
（
バ
リ
ア
ン
ス
）

が
必
ず
発
生
し
ま
す
。
そ
う
し
た
事
例
を
集
め

た
分
析
（
バ
リ
ア
ン
ス
分
析
）
を
行
い
、
そ
の

原
因
を
明
ら
か
に
し
て
、
患
者
に
よ
り
良
い
ア

ウ
ト
カ
ム
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
パ
ス
に
す
る
た

め
の
提
案
を
し
ま
す
。

　

パ
ス
は
、
実
際
の
運
用
と
解
析
、
修
正
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
常
に
進
化
を
遂
げ
る
べ
き
も

の
な
の
で
す
。

―
―
し
か
し
、
パ
ス
を
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
手

順
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
新
人
で
も
ベ
テ
ラ
ン

の
よ
う
な
ケ
ア
を
す
る
た
め
の
単
な
る
〝
標
準

マ
ニ
ュ
ア
ル
〞
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
医
療

者
も
多
い
よ
う
で
す
。

濃
沼　

パ
ス
は
、
も
と
も
と
製
造
分
野
に
お
い

て
、
業
務
を
効
率
化
・
標
準
化
し
、
作
業
工
程

を
分
析
・
管
理
す
る
手
法
と
し
て
生
ま
れ
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、
部
品
メ
ー
カ
ー
が
不
良
品
を

ひ
と
つ
で
も
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
納
品
し
た
ら

完
成
車
に
よ
る
事
故
の
原
因
と
な
り
か
ね
ず
、

さ
ら
に
部
品
メ
ー
カ
ー
と
し
て
も
死
活
問
題
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ど
の
担
当
者
が
、
ど
の

機
械
で
、
ど
ん
な
材
料
を
扱
う
と
不
良
品
が
発

生
し
や
す
い
の
か
な
ど
を
解
析
し
、
も
っ
と
も

問
題
が
起
き
る
確
率
の
低
い
工
程
を
パ
ス
と
し

て
標
準
化
。
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
不
良
品
の
低

減
と
生
産
の
効
率
化
を
め
ざ
し
、
逐
次
パ
ス
を

改
善
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、パ
ス
が
医
療
の
世
界
に
導
入
さ
れ
、

徐
々
に
医
療
現
場
で
扱
い
や
す
い
か
た
ち
に
変

化
し
て
い
く
中
、
次
第
に
本
来
の
目
的
と
は
異

な
る
認
識
を
持
た
れ
る
も
の
へ
変
わ
っ
て
い
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
の
記
事
を
読

ん
で
、
パ
ス
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
知
っ
て
お

い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

編 集 長
対 談 OV O I C E
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医
薬
品
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
対
し

実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
デ
ー
タ
を

読
み
こ
な
す
能
力
が
必
要

―
―
統
計
学
は
、
現
場
の
薬
剤
師
の
仕
事
で
も

有
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。

濃
沼　

も
ち
ろ
ん
で
す
。
統
計
的
な
知
見
が
あ

れ
ば
、
医
薬
品
は
も
ち
ろ
ん
薬
局
で
扱
う
サ
プ

リ
メ
ン
ト
な
ど
の
臨
床
試
験
の
デ
ー
タ
を
正
し

く
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
専
門
家
の
立
場

か
ら
見
る
と
、
医
薬
品
は
も
と
よ
り
サ
プ
リ
メ

ン
ト
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
多
く
の
臨
床
試
験

の
結
果
に
は
、
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
も
の
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
非
常
に
衝
撃
な
事
実
で
す
。

濃
沼　

評
価
項
目
は
適
切
か
、
バ
イ
ア
ス
を
ど

う
制
御
し
て
い
る
か
、
ま
た
交
絡
因
子
を
調
整

で
き
て
い
る
か
―
―
。
薬
剤
師
が
、
臨
床
試
験

の
研
究
デ
ザ
イ
ン
や
解
析
結
果
を
き
ち
ん
と
読

み
こ
な
さ
ず
、
メ
ー
カ
ー
の
関
与
し
た
論
文
を

鵜
呑
み
に
し
、
患
者
に
「
こ
の
よ
う
な
試
験
結

果
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
よ
」
と
推
奨
し
て
し

ま
っ
て
は
、
薬
剤
師
と
し
て
失
格
で
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

―
―
統
計
的
な
知
見
は
、
薬
局
薬
剤
師
の
役
割

の
ひ
と
つ
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支

援
の
遂
行
に
欠
か
せ
な
い
よ
う
で
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

支
援
す
る
に
は
急
性
期
を
含
む

病
院
で
の
医
療
経
験
が
不
可
欠

濃
沼　

た
だ
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

支
援
に
は
、
統
計
的
知
見
の
ほ
か
に
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

―
―
そ
れ
は
、
な
ん
で
す
か
？

濃
沼　

そ
も
そ
も
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
は
、
医
療
に
つ
い
て
構
造
化
さ
れ
た
学
習

を
受
け
て
い
な
い
国
民
自
身
が
、
自
分
の
健
康

や
治
療
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
、
と
て
も

難
し
い
行
為
だ
と
言
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
薬
局
薬
剤
師
が
患
者
の
薬
剤
選
択

に
助
言
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
当
然
、
助
言
の

際
に
は
、
医
学
的
な
基
礎
知
識
に
加
え
、
医
療

現
場
で
の
経
験
や
カ
ン
が
不
可
欠
で
す
。

―
―
医
療
に
は
、
急
性
期
、
亜
急
性
期
、
慢
性

期
が
あ
り
、
そ
の
下
に
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
裾
野
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
療
養
や
在

宅
医
療
な
ど
の
慢
性
期
医
療
で
あ
れ
ば
、
大
学

卒
業
後
、
最
初
か
ら
薬
局
薬
剤
師
と
し
て
勤
務

し
て
も
経
験
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

急
性
期
を
含
め
た
病
院
で
の
医
療
は
、
学
生
時

代
の
病
院
実
習
で
経
験
を
積
ん
で
お
か
な
け
れ

ば
、
あ
と
か
ら
そ
れ
ら
の
経
験
を
得
る
の
は
、

な
か
な
か
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
大

学
で
の
薬
剤
師
教
育
に
は
６
年
間
も
の
期
間
が

与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薬
学
生

が
病
院
で
の
医
療
を
経
験
で
き
る
の
は
た
か
だ

か
２
・
５
ヵ
月（
10
週
間
）だ
け
で
す
。

濃
沼　

し
か
も
、
実
習
中
に
薬
剤
部
内
で
す
ご

す
時
間
も
あ
る
の
で
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
臨
床

を
学
ぶ
時
間
は
実
質
１
ヵ
月
程
度
で
し
ょ
う
。

―
―
急
性
期
を
含
め
た
病
院
で
の
医
療
を
経
験

し
な
け
れ
ば
、
真
に
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

『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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ン
の
サ
ポ
ー
ト
、
ま
し
て
や
受
診
勧
奨
を
す
る

な
ど
は
で
き
な
い
―
―
。

濃
沼　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
見
で
す
が
、
薬
学

部
は
、
薬
局
実
習
は
据
え
置
い
た
と
し
て
も
、

病
院
実
習
を
最
低
１
年
間
ほ
ど
ま
で
拡
大
し
、

薬
学
生
を
も
っ
と
急
性
期
を
含
め
た
病
院
で
の

医
療
に
触
れ
さ
せ
る
べ
き
で
す
。

　

病
院
を
１
年
間
も
経
験
す
れ
ば
、
病
院
の
医

師
や
看
護
師
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
肌
で
理
解
で
き
、

薬
剤
師
と
し
て
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

支
援
を
す
る
た
め
の
立
ち
位
置
が
見
え
て
き
ま

す
。
そ
う
な
れ
ば
、
薬
局
薬
剤
師
に
な
っ
て
か

ら
在
宅
医
療
に
た
ず
さ
わ
る
際
も
、
彼
ら
と
の

関
係
を
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
構
築
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

薬
局
で
実
施
さ
れ
る

薬
や
健
康
に
関
す
る

相
談
が
無
料
な
の
は
な
ぜ
？

―
―
先
生
は
、
薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
聞
き
取

り
調
査
を
さ
れ
た
と
う
か
が
い
ま
し
た
。

濃
沼

　
実
は
、「
な
ぜ
薬
局
で
行
わ
れ
る
薬
の
相

談
や
健
康
相
談
な
ど
は
無
料
な
の
か
」
と
の
疑

問
を
ず
っ
と
抱
い
て
お
り
、
先
般
、
気
に
な
っ

て
薬
局
薬
剤
師
の
方
々
に
聞
き
取
り
を
し
た
と

こ
ろ
、【
資
料
】
の
よ
う
な
〝
受
け
身
な
回
答
〞

が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

―
―
薬
局
薬
剤
師
の
率
直
な
考
え
が
反
映
さ
れ

た
答
え
で
す
。

濃
沼　

し
か
し
薬
剤
師
は
高
等
教
育
を
受
け
、

さ
ら
に
国
家
免
許
を
所
持
し
た
薬
の
専
門
家
で

あ
り
、
そ
の
専
門
家
が
相
談
に
あ
た
る
の
で
あ

れ
ば
、
相
談
者
か
ら
お
金
を
い
た
だ
く
の
は
当

然
の
権
利
で
す
。

　

調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
都
内
の
あ
る
大
学
病

院
の
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
外
来
は
１
時
間
４

万
３
０
０
０
円
（
診
断
は
別
料
金
）、
弁
護
士

の
法
律
相
談
は
お
お
む
ね
１
時
間
５
０
０
０
〜

１
万
円
、
医
療
資
格
を
持
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
料
金
は
50
分
で
１
万
円
で
し
た
。

―
―
対
価
を
支
払
う
相
談
の
ほ
う
が
高
度
な
見

識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
正
し
い
情
報
を
得
ら
れ
、

信
頼
で
き
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

濃
沼　

多
く
の
国
民
も
同
感
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

通
常
の
調
剤
報
酬
で
算
定
さ
れ
る
服
薬
指
導

と
は
別
に
、
個
室
で
し
っ
か
り
と
し
た
薬
や
健

康
に
関
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
薬
剤
師
が
行

う
な
ら
ば
、
30
分
５
０
０
０
円
程
度
の
料
金
を

設
定
し
て
も
い
い
と
考
え
ま
す
。
料
金
を
取
ら

な
い
の
は
、
無
責
任
の
現
れ
、
自
信
の
な
さ
と

受
け
止
め
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
。

―
―
と
て
も
新
鮮
な
ア
イ
デ
ア
で
す
。
こ
れ
ま

で
薬
局
は
、
処
方
せ
ん
調
剤
だ
け
で
十
分
な
利

益
を
得
ら
れ
て
い
た
の
で
、
O
T
C
販
売
に
対

し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
有
償
相
談
に
思
い
い
た

ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
調
剤
報
酬
に
対
す
る
風
当
た
り
が

強
ま
る
中
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス

に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

濃
沼　

き
れ
い
ご
と
の
よ
う
で
す
が
、
医
療
の

最
終
的
な
目
的
は
、「
人
々
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め

る
」
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
薬
局
薬
剤
師
の

皆
さ
ん
に
は
、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
、
ご
自

分
た
ち
に
で
き
る
目
的
達
成
に
向
け
た
貢
献
の

仕
方
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

編 集 長
対 談 OV O I C E

何人かの薬剤師に聞いてみました

・ 昔からの慣習だから
・ 顧客サービスの一環として
・ すでに薬の利ザヤに相談料金が
含まれているから
・ お金を取ると責任が生じるから
・ 自信がない
・ 気軽に相談に乗ってもらえないから

など

【資料】薬剤師への
 相談はなぜ無料なのか

出典：濃沼氏提供資料
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第6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

家族がなく、ひとり暮らしでケアが難しそうな女性の
患者さんの退院時カンファレンスに参加しました。

医療や介護の各職種の方々が、患者さんが安心して暮らせ
るよう各々の立場から知恵を出すのですが、話せば話すほ
ど心配ごとが増えていき、「退院しないほうが、本人にと
って良いのではないか？」という空気になりかけました。

　ところが、病室で寝ていたご本人が呼ばれて来ると、彼
女は帰宅を楽しみにしてご機嫌な様子でした。退院を不安
がっているのは私たちだけだったのです。彼女の気持ちを
知って、すぐに前向きな話し合いが始まりました。訪問ス
ケジュールを組み、緊急呼び出しボタンの手配をし、数日
後には無事、在宅ケアが開始されました。

退
院
で
き
る

か
な
あ

ひ
と
り
の
と
き
に

死
ん
で
も

か
ま
い
ま
せ
ん

私
た
ち
も

が
ん
ば
り

ま
し
ょ
う
！

ぜ
ひ
帰
り

た
い
で
す

…
…

本
人
の
意
思
に

医
療
チ
ー
ム
が

引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
の
で
す
！

で
も
、
お
う
ち
が

好
き
だ
か
ら

独
居
、
家
族

な
し
、
目
が

不
自
由
な

方
か
あ
…
…

自
宅
で
は

四
六
時
中

誰
か
が

い
て
く
れ
る

わ
け
で
は

あ
り
ま

せ
ん病

気
が
こ
の
先

ど
う
な
る
の
か
も

読
め
な
い

最
悪
の

場
合
…
…

本
人
さ
ん

連
れ
て

き
ま
し
た

退
院
時
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で

こ
ん
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
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第31回

 「
糖
尿
病
が
強
く
疑
わ
れ
る
者
」の

約
半
数
し
か
服
薬
し
て
お
ら
ず

人
工
透
析
に
つ
な
が
る
お
そ
れ

　

現
在
、
生
活
習
慣
病
患
者
の
増
加
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
特
に
糖
尿
病
の
状
況
は
深
刻
で
す
。
厚
生
労

働
省
（
以
下
、
厚
労
省
）
が
２
０
１
８
年
に
公
表
し
た
資
料

に
よ
る
と
、
日
本
で
「
糖
尿
病
が
強
く
疑
わ
れ
る
者
」
の
割

合
は
男
性
18
・
１
％
、
女
性
10
・
５
％
に
達
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
そ
の
う
ち
服
薬
者
の
割
合
は
男
性
56
・
２
％
、
女

性
51
・
１
％
と
、
ほ
ぼ
半
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
糖
尿

病
は
、
初
期
段
階
に
お
い
て
自
覚
症
状
が
乏
し
い
た
め
、
医

療
機
関
の
未
受
診
や
治
療
中
断
が
多
い
傾
向
に
あ
り
、
将
来

の
重
症
化
に
い
た
る
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

糖
尿
病
重
症
化
の
先
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、
人
工
透

析
で
す
。
我
が
国
に
お
け
る
人
工
透
析
患
者
数
は
１
９
８
３

年
に
約
５
・
３
万
人
だ
っ
た
の
が
、
２
０
１
７
年
に
は
約
33

・
４
万
人
に
ま
で
激
増
し
て
い
ま
す
（【
資
料
】）。
そ
こ
で
、

厚
労
省
は
『
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
を

策
定
し
、
各
自
治
体
に
対
策
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
が
、
こ

の
ほ
ど
調
査
報
告
書
『
自
覚
症
状
の
な
い
糖
尿
病
の
重
症
化

を
防
ぐ
た
め
に
。』
を
作
成
し
て
、
先
進
的
な
施
策
を
手
が

け
る
自
治
体
を
公
表
し
ま
し
た
。
中
で
も
注
目
な
の
は
、
薬

局
薬
剤
師
が
活
躍
す
る
長
野
県
松
本
市
の
事
例
で
す
。

患
者
の
身
近
な
存
在
ゆ
え
に

薬
局
薬
剤
師
に
期
待
を
し
て

患
者
へ
の
保
健
指
導
を
託
す

　

松
本
市
が
実
施
す
る
の
は
、
『
糖
尿
病
性
腎
症
患
者
の
重

症
化
予
防
を
目
的
と
し
た
主
治
医
と
薬
局
薬
剤
師
等
の
連
携

に
よ
る
患
者
自
己
管
理
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
』（
以
下
、
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
）
で
す
。
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
ま
ず
市
が

特
定
健
康
診
査
の
結
果
な
ど
か
ら
ハ
イ
リ
ス
ク
患
者
を
抽
出

糖
尿
病
性
腎
症
予
防
に
は

薬
局
薬
剤
師
に
よ
る

保
健
指
導
が
有
効
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し
、
主
治
医
と
協
議
の
う
え
、
患
者
に
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
参

加
を
推
奨
し
て
も
ら
い
ま
す
。
患
者
が
同
意
す
れ
ば
、
薬
局

薬
剤
師
が
支
援
窓
口
と
な
っ
て
、
主
治
医
の
指
示
に
も
と
づ

き
、
服
薬
、
食
事
、
運
動
な
ど
の
生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の

自
己
管
理
支
援
を
６
ヵ
月
間
、
患
者
に
提
供
し
ま
す
。

　

薬
局
薬
剤
師
は
、
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
期
間
中
、
薬
局
で

の
対
面
指
導
を
４
回
以
上
、
電
話
指
導
を
２
回
以
上
実
施
し

患
者
が
定
め
た
目
標
の
進
捗
確
認
や
、
生
活
習
慣
改
善
の
支

援
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
医
師
の
指
示
書
や
治
療
方
針

に
も
と
づ
き
目
標
の
調
整
も
し
ま
す
。

　

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

薬
局
薬
剤
師
に
よ
る
保
健
指
導
。
松
本
市
で
は
、
薬
局
薬
剤

師
が
患
者
と
同
じ
地
域
で
暮
ら
し
、
地
域
の
生
活
環
境
や
食

文
化
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
が
小
さ
く
、
円
滑
で
共
感
を
呼
ぶ
保
健
指
導

が
実
施
で
き
る
と
期
待
し
た
と
の
こ
と
。
ま
た
、
患
者
は
、

医
師
の
診
療
後
は
必
ず
薬
局
に
立
ち
寄
る
の
で
、
自
然
と
健

康
相
談
が
で
き
る
信
頼
関
係
を
築
け
る
だ
ろ
う
と
も
考
え
、

薬
局
薬
剤
師
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
そ
う
で
す
。

主
治
医
で
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
が

薬
局
薬
剤
師
の
介
入
に
よ
っ
て

改
善
に
向
か
っ
た
ケ
ー
ス
も

　

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
過
去
３
年
間
の
参
加
者
41
名
中
39

名
が
修
了
す
る
好
成
績
を
収
め
て
い
ま
す
。
具
体
例
を
見
て

み
る
と
、
あ
る
60
代
独
居
男
性
で
は
、
食
事
の
と
り
方
に
つ

い
て
主
治
医
に
指
導
を
受
け
て
い
た
も
の
の
反
発
す
る
ば
か

り
だ
っ
た
の
が
、
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
担
当
薬
剤
師
が
、
患

者
の
自
炊
し
た
食
事
の
写
真
を
、
連
携
す
る
管
理
栄
養
士
に

送
っ
て
判
断
を
求
め
る
と
、
「
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
配
慮
し
、

よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
称
賛
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
旨
を

患
者
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
患
者

の
意
識
が
大
き
く
変
化
、
そ
の
後
の
支
援
活
動
が
ス
ム
ー
ズ

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
主
治
医
が
手
を
焼
い
て
い
る
患
者
で

も
、
薬
局
薬
剤
師
の
保
健
指
導
を
通
じ
て
生
活
習
慣
が
改
善

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
示
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ん
も
、
従
来
の
服
薬
指
導
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
挑
戦
を
し
て
み
て
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【資料】 慢性透析患者数の推移

出典：日本透析医学会統計調査委員会『わが国の慢性透析療法の現況（2017年12月31日現在）』より作成
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　前回、時めき病院の新人薬剤師ビート君は、「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のか？」とい
う疑問を抱き、これをもとに臨床研究としてかたちにするためPECOを活用しました。その結果、疑問を「高齢糖尿病
患者における薬薬連携と血糖コントロールの関連」というリサーチ・クエスチョン（RQ）に変換できました。今回は、研
究計画の作成を支援するアプリ『QMentor』も使って、さらに研究計画の作成を進めていきましょう。

第2回　良いRQは「FIRM2NESS」を満たす

⇦ 

解
説  

は
20
ペー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さい。

ビ
ー
ト
君
は
、作
成
し
た
R
Q 

で

本
当
に
臨
床
研
究
を
実
現
で
き
る
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／ 280ページ／本体3,600円（税別）／ 2019年2月発行

　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

　まずは、ビート君が立てた研究計画の基本骨格で
あるPECOをおさらいしましょう。
P（対象者）：高齢の糖尿病患者
E（要因）：薬局と病院で病名・検査値いずれかの情

報共有あり

C（比較対象）：薬局と病院で病名・検査値のどち
らも情報共有なし

O（アウトカム）：HbA1cの改善

　ビート君は、薬薬連携を「薬局・病院における病
名・検査値の情報共有の有無」と定義し、情報共有
がある場合（E）とない場合（C）とでHbA1cの改善
（O）に差があるかを見ようと考えました。しかし、
看護師のコリンさんから、病名・検査値の情報を薬
局とどう共有するのか、研究に参加してくれる薬局
でHbA1cを測定できるのかなどの疑問が出ました。

■良いRQの要件「FIRM2NESS」
　でき上がったRQをチェックするのに適切な方法
があります。良いRQの要件を示す言葉の頭文字を
とって、FIRM2NESSチェックと呼びます。皆さん

も、自分のRQがfirmness（堅固）かどうかをチェ
ックしてみましょう。
Feasible：実現可能性があるか
Interesting：真に興味あるテーマか
Relevant：患者、医療、社会にとって切実な問題か
Measurable：要因やアウトカムを科学的に測定可能
Modifiable：要因やアウトカムを改善可能
Novel：新規性、今までわかっていない
Ethical：倫理的、対象者に不利益が生じない
Structured：構造化された
Specific：明確、具体的な
　コリンさんの疑問は「Feasible」に関するもので
す。どんなに理想的なPECOであっても、実現でき
ないRQでは絵に描いた餅にすぎません。ほかにも
「Specific」はどうでしょうか。ビート君のPECOは
対象が高齢者ですが、「高齢者」とは何歳以上なの
かを決めなければなりません。また、アウトカムの
「HbA1cの改善」は、どう定義すべきでしょうか。
　次々に疑問が浮かびます。ですから、PECOや
RQは、FIRM2NESSチェックをしたり、他の人に
も見せるなどして何度も練り直すことが大切です。

　QMentorは、RQから研究計画を作成するためのアプリです。ネットにつながる
パソコンやタブレットがあれば利用可能ですので、ぜひお使いください（https://goo.
gl/ST7Hvv）。さて、ビート君は抱いた疑問からRQを導き出し、PECOも具体的に
なりましたが、もっともっと研究計画をブラッシュアップしなければならないようです。
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観が類似しており、取り違いに関するヒヤリ・ハッ
トが３件報告されていると注意喚起を行いました。
　特に、イノバンとドブポンは急性循環不全の改善
を目的とする薬剤であるため、プレセデックスと取
り違えた場合、重大な健康被害につながるおそれが
あるので、両社では、必ず製品名を確認するよう呼
びかけています。

BOOK
『 パーキンソン病と付き合いながら
薬科大学の学長としてすごした６年間』

著：北河修治

2006年にパーキンソン病を発症するも、薬剤の専
門家としての自らの知見を生かし、パーキンソン病
治療薬の効果を最大限に引き出す服薬方法を追究す
るなどして症状を抑え、2013年から６年間にわた
って学長の任を果たしました。
　本書には、パーキンソン病発症から現在にいたる
までの出来事を振り返り、時に患者として、時に科
学者としての視点から北河氏の思いがつづられてい
ます。薬学教育にたずさわる方や薬剤師の方には、
ぜひ本書を手に取り、患者の苦しみとともに、科学
者として持つべき心がまえを知っていただきたいと
思います。
【定価】1,000円（税込み）＋送料180円＋振込手数料
【お問い合わせ先】
株式会社プレアッシュ　info@pre-ash.co.jp
────────────────────────

CAUTION
包装表示類似による取り違いに注意
　ファイザー株式会社と丸石製薬株式会社は、両社
が発売しているα2作動性鎮静剤の『プレセデック
ス』のプレフィルドシリンジタイプについて、急性
循環不全改善剤である『イノバン』（協和発酵キリ
ン株式会社）及び『ドブポン』（テルモ株式会社）の
プレフィルドシリンジタイプと、ラベル、押子接続
用部品、ブリスター包装の表・側・裏面の色調や外

　本誌第38（2018年２月）号の巻
頭特集『MY OPINION』に登場い
ただいた北河修治氏が、今年３月
の神戸薬科大学学長退任にあたっ
て、エッセイ集を発行しました。
　北河氏は、同大学の教授だった

けられており、本
剤の飲酒量低減治
療への貢献が期待
されます。 セリンクロ錠10mg

────────────────────────

PRODUCT
アルコール依存症患者の飲酒量を低減
　大塚製薬株式会社は、アルコール依存症患者にお
ける飲酒量を低減する治療薬として『セリンクロ錠
10mg』（一般名：ナルメフェン塩酸塩水和物）の発
売を開始しました。
　本剤は、飲酒の１～２時間前に服用することで、
中枢神経系に広く存在するオピオイド受容体調節作
用を介して飲酒欲求を抑え、アルコール依存症患者
の飲酒量を低減する薬剤です。日本では、これまで
抗酒薬や、断酒維持を目的とした断酒補助剤は販売
されていましたが、多量飲酒を繰り返すアルコール
依存症患者が飲酒量を減らしていくプロセスを補助
する薬剤に関しての販売実績はなく、本剤が初めて
となります。
　最新のアルコール・薬物使用障害の診断治療ガイ
ドラインでは、最終的な治療目標は原則的に断酒の
達成とその継続としたうえで、飲酒量低減治療は断
酒に導くための重要な中間的ステップとして位置づ

左がプレセデックス、右がイノバンのブリスター包装の側面。
外観が似ており製品識別が困難なので、必ず表面の製品名の確認が必要
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〈2011年11月〉 No.１
PMDA理事長
近藤 達也

〈2013年１月〉 No.８
兵庫医療大学長

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

〈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
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

〈2019年2月〉 No.42
東邦大学医療薬学教育センター教授

吉尾 隆

〈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

〈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

次回『ターンアップ』
第44号は、
2019年8月
発行予定です。
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医薬分業のあり方についてモヤモヤして
いたが、笠貫宏先生から「日本の医薬

分業は、今、スタート地点に立った。進展す
るのは、これから」という言葉をいただいて
腑に落ちた。日本における薬事の歴史を紐解
いてみれば、外圧や行政によって分業が推進
され、内容より制度ありきだったようにも思
われる。国民や医師から必要とされて分業し
たわけではないのだから当然とも言える。し
かし、制度上のバックグラウンドは整いつつ
あるわけだから、薬剤師の業務内容は医薬分
業にふさわしいレベルに達しなければならな
い。昨今、「対人業務」で薬剤師が本領を発
揮し始めている。現状に甘んじることなく真
の医薬分業をめざしたい。 （H.T.）

今号の取材でうかがった「薬剤師に取り
扱いを任せられないからOTC化が進

まない」、「薬局で実施される薬や健康に関
する相談が無料なのはなぜ？」という言葉が
印象に残りました。いずれも、我々薬局業界
が取り組んでいかなければいけないことだと
強く感じました。 （K.K.）

本誌が読者の皆様のお手元に届くころに
は、「令和」の世が始まっています。

薬剤師の方々が飛躍できる新しい時代となる
ようお祈りするとともに、少しでもお役に立
てる情報をお届けするために引きつづき尽力
してまいります。 （フク）

〈2014年１月〉 No.14
先端医療振興財団TRIセンター長

福島 雅典

〈2014年３月〉 No.15
筑波大学水戸地域医療教育センター教授

徳田 安春

〈2014年５月〉 No.16
国立長寿医療研究センター名誉総長

大島 伸一

〈2014年７月〉 No.17
東京山手メディカルセンター院長

万代 恭嗣

〈2017年５月〉 No.34
日本医療政策機構理事

宮田 俊男

〈2017年7月〉 No.35
旭神経内科リハビリテーション病院院長

旭 俊臣

〈2017年9月〉 No.36
国立病院機構東京病院院長

大田 健

〈2017年11月〉 No.37
JR広島病院理事長／病院長

小野 栄治

〈2015年９月〉 No.24
国際医療福祉大学教授

上島 国利

〈2015年11月〉 No.25
クリニック川越院長

川越 厚

〈2016年１月〉 No.26
日本看護協会会長

坂本 すが

〈2016年３月〉 No.27
昭和薬科大学学長

西島 正弘

〈2012年５月〉 No.４
全社連理事長
伊藤 雅治

〈2012年７月〉 No.５
CPC代表理事
内山 充

〈2012年９月〉 No.６ 
全国自治体病院協議会長

邉見 公雄

〈2012年11月〉 No.７
GRIPSアカデミックフェロー

黒川 清

編集後記
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編集長 .....................................武田 宏
副編集長 ................................山中 修
 及川 佐知枝
編集スタッフ ........................福田 洋祐
デザイン .................................マッチアンドカンパニー

オブザーバー .......................勝山 浩二

発行 ..........................................株式会社ファーマシィ
 http://www.pharmacy-net.co.jp/

制作 ..........................................株式会社プレアッシュ
 http://www.pre-ash.co.jp/

『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

検索株式会社ファーマシィ
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