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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─
東京大学医学部附属病院病院長

瀬戸 泰之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
「バイアス」の予防方法を知って
正しくデータの測定をする

３分間でわかる医療行政
従来の業務のままでは将来的に
薬剤師の数が余剰になる事態を招く

VOICE ─発行人対談─
けや木薬局開設者・管理薬剤師

白石 丈也

医
師
に
遠
慮
は
無
用
。
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◆　◆　◆　◆　◆
　医薬分業開始当初から、適切な役割を果た
そうとしない薬剤師業界の対応にいらだちを
感じていた行政は、医政局通知を含めて５回
の方針改定を打ち出しているが、いまだに社
会から「薬剤師は何をしているのか」との批
判がやまないのは遺憾だ。
　つい先日も、『プレジデントオンライン』
で、作家の猪瀬直樹氏が強烈な薬局薬剤師批
判を展開していた。その内容は、「薬局にお
ける1.9兆円の調剤技術料は無駄だ。薬局は
儲けすぎている。なぜ、日本は世界一の薬剤
師パラダイスになったのか」――。
　影響力のある方からの批判に対し、我々は
しっかり対応すべきだ。「言われっ放し」で
収めていては、薬剤師はいつまでも現状から
脱皮できない。

◆　◆　◆　◆　◆
　課題は、若い世代にもある。資格さえ持っ
ていれば厚遇されるような恵まれた環境で育
った若い薬剤師たちは、他者から与えてもら
うことに慣れすぎたのか、自ら何かを求めて
積極的に動く場面が少ない。その様子は、親
鳥になっても小鳥のごとく餌をねだる様子に
似ている。
　薬学部の教育も問題だ。2019年度のある
大学偏差値ランキングでは、偏差値50以下
の私立薬学部が半数以上を占め、さらには、
偏差値35の薬学部が６校もあった。大学関
係者と薬剤師は、この現状を深刻に受け止め
なければならないだろう。

武田 宏『ターンアップ』発行人
（株式会社ファーマシィ代表取締役）

vol.11

医薬分業元年から40余年、薬剤師は動かず

　処方せん料が、それまでの５倍の50点と
なり、医薬分業元年と言われた1974年から
２年後、当社ファーマシィは、保険薬局を開
設した。当時の医薬分業率は、まだ１～２％
程度。あまりに早すぎたせいか、周囲の誰も
保険薬局の業務を理解してくれなかったのを
覚えている。
　私が保険薬局の経営に取り組むようになっ
たのは、28歳で経験した渡米がきっかけだ。
1968年に薬学部を卒業後、製薬会社に就職
したものの、まだ若く新しい挑戦をしたい気
持ちがあり、また、薬剤師の仕事に魅力を感
じられず、職業を変える機会を見つけようと
米国をめざしたのである。
　ところが、現地で見た光景に衝撃を受けて
考えが変わった。米国では、薬局薬剤師の価
値が日本では想像できないほど高く、社会か
らもっとも信頼される職業のひとつとすらさ
れていたのだ。米国は、国民皆保険制度がな
く、医療機関の受診はハードルが高いため、
患者の最初の健康相談窓口は薬局である。調
剤作業はテクニシャンに任せ、薬剤師は時間
を十分にとって患者の相談に対応していた。
　1974年に帰国した私は、医薬分業元年を
迎えた日本でも将来、米国のように信頼され
る薬剤師が誕生するに違いないと期待し、保
険薬局を立ち上げた。そして43年が経過し
た昨年、私は２代目の社長に仕事を託した。
私の時代に、薬局や薬剤師の価値が、米国の
ごとく社会に認知してもらえるまでにいたら
なかったことが心残りである。
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『
タ
ー
ン
アッ
プ
』は
、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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医
師への『
先
入
観
』や『
恐
れ
』な
ど

わ
き
に
置
き
、仕
事
を

まっ
と
う
し
て
ほ
し
い
。
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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

病
院
長
で
あ
り
な
が
ら
外
来
を
受
け
持
ち

薬
剤
師
と
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
協
働
す
る

　
東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院
（
以
下
、
東
大
病
院
）
の
病

院
長
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
若
干
オ
ー
バ
ー
で
は
あ
る
も
の
の

「
殿
上
人
」。
取
材
の
申
し
込
み
を
し
て
お
い
て
誠
に
失
礼
な

の
だ
が
、
現
場
で
働
く
薬
剤
師
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
の
コ
メ

ン
ト
を
い
た
だ
け
る
の
か
不
安
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

目
の
前
に
現
れ
た
瀬
戸
泰
之
氏
を
見
て
、
い
ら
ぬ
懸
念
は
吹

っ
飛
ん
だ
。
取
材
ス
タ
ー
ト
時
間
の
ギ
リ
ギ
リ
に
院
長
室
に

入
っ
て
き
た
彼
は
、
肩
で
息
を
し
な
が
ら
「
す
み
ま
せ
ん
」

と
詫
び
る
。
聞
け
ば
、
外
来
患
者
の
診
察
が
延
び
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
言
う
。

　
つ
ま
り
、
瀬
戸
氏
は
東
大
病
院
の
病
院
長
と
い
う
要
職
に

あ
り
な
が
ら
、
胃
が
ん
や
食
道
が
ん
の
専
門
医
と
し
て
現
役

で
バ
リ
バ
リ
と
働
く
臨
床
医
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
当
然
な
が
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ら
、
薬
剤
師
と
の
協
働
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
行
っ
て
い
る
ら
し

く
、
そ
の
あ
た
り
の
質
問
を
投
げ
か
け
る
と
打
て
ば
響
く
よ

う
に
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

「
ほ
ん
の
20
年
前
、
が
ん
治
療
と
言
え
ば
、
手
術
か
放
射
線

治
療
で
し
た
が
、
近
年
は
い
ろ
い
ろ
な
薬
剤
が
開
発
さ
れ
、

薬
物
治
療
が
が
ん
治
療
の
大
き
な
柱
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
薬
物
治
療
の
初
期
こ
そ
、
外
科
医
が
片
手
間
に
手
が

け
て
い
ま
し
た
が
、
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
今
で
は
、
腫
瘍
内
科
医
も
少
な
い
日
本
で
は
、
そ
の
分

野
は
薬
剤
師
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　
し
た
が
っ
て
、
薬
剤
師
は
医
師
が
オ
ー
ダ
ー
し
た
薬
剤
を

調
剤
し
て
患
者
に
渡
す
の
が
主
な
仕
事
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
現
在
で
は
、
少
な
く
と
も
が
ん
の
領
域
で
は
、
治
療
に

参
加
し
、
医
師
か
ら
の
薬
物
療
法
の
相
談
に
乗
る
、
な
く
て

は
な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　
瀬
戸
氏
は
、「
医
療
安
全
の
面
で
も
薬
剤
師
の
存
在
は
大

き
く
な
っ
て
い
る
」
と
語
る
。

「
以
前
、
抗
が
ん
剤
の
過
量
投
与
で
残
念
な
が
ら
患
者
さ
ん

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
例
が
報
道
さ
れ
、
世
の
中
で
大

問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
薬
剤
師
の
役
割
が
よ
り

重
要
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
抗
が
ん
剤
以

外
の
薬
物
療
法
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で

き
ま
す
」

キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
に
お
い
て

薬
剤
師
の
参
加
は
、
今
や
当
た
り
前
に

　「
薬
剤
師
の
存
在
の
大
き
さ
を
実
感
し
た
具
体
例
は
あ
り

ま
す
か
？
」
と
の
質
問
に
も
よ
ど
み
な
く
答
え
て
く
れ
る
。

「
キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
を
ご
存
じ
で
す
か
？
手
術
、
放
射
線

療
法
及
び
化
学
療
法
に
た
ず
さ
わ
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
医
師
や
、
そ
の
他
の
専
門
医
、
メ
デ
ィ
カ
ル
ス

タ
ッ
フ
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
が
ん
患
者
の
症
状
や
状
態
、
治

療
方
針
な
ど
を
意
見
交
換
、
共
有
、
検
討
、
確
認
等
を
す
る

た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
お
そ
ら
く
日
本
で
は
、
癌
研
究
会
附
属
病
院
（
当
時
）
が

有
明
に
移
転
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
米
国
で
行
わ
れ
て
い
た

キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
を
い
ち
早
く
と
り
入
れ
ま
し
た
。
そ
れ

が
15
〜
16
年
ぐ
ら
い
前
の
話
で
す
。
た
だ
、
当
時
は
、
ま
だ

薬
剤
師
は
、
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
の
で
す
よ
。

　
今
や
キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
は
珍
し
く
な
く
な
り
、
多
く
の

病
院
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
僕
が
知
っ
て
い
る
限
り
で

は
、
薬
剤
師
の
参
加
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
当
院
で
は
、
薬
剤
師
の
参
加
は
必
須
で
、
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」

　
一
連
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
瀬
戸
氏
の
薬
剤
師
へ
の
深
い

リ
ス
ペ
ク
ト
を
感
じ
た
。

病
院
の
意
思
決
定
を
す
る
執
行
部
に

薬
剤
部
の
部
長
を
迎
え
る
人
事
を

　
彼
の
薬
剤
師
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
を
証
明
す
る
ひ
と
つ
が
、

薬
剤
部
長
が
同
院
の
少
数
精
鋭
で
構
成
さ
れ
る
執
行
部
の
一

員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
瀬
戸
氏
が
病
院
長
に
就
任

す
る
際
、
た
っ
て
の
望
み
で
そ
の
よ
う
な
人
事
が
な
さ
れ
た

と
い
う
。
見
ま
わ
し
て
も
、
病
院
の
意
思
決
定
を
す
る
会
議

1998年 東京大学医学部消化管外科（胃食道外科）講師
2000年 医療法人明和会中通総合病院副院長
2003年 癌研究会附属病院消化器外科医員
 癌研究会附属病院消化器外科医長
2005年 癌研究会有明病院消化器外科副部長
2007年 癌研究会有明病院消化器外科上部消化管担当部長
2008年 東京大学大学院医学系研究科消化管外科学教授
2019年 東京大学医学部附属病院病院長

PROFILE
せと・やすゆき
1984年 東京大学医学部医学科卒業
 中央鉄道病院麻酔科研修医
 東京大学医学部附属病院第一外科研修医
1985年 関東労災病院外科医員
1987年 医療法人明和会中通病院外科医員
1988年 東京大学医学部附属病院第一外科医員
1992年 国立がんセンター癌専門修練医（胃外科）
1993年 東京大学医学部附属病院第一外科助手



に
薬
剤
部
が
か
か
わ
る
ケ
ー
ス
は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。

「
僕
か
ら
す
れ
ば
、
大
切
な
病
院
の
意
思
決
定
の
場
に
薬
剤

部
の
責
任
者
を
参
加
さ
せ
な
い
ほ
う
が
不
思
議
で
す
。
薬
剤

の
進
歩
が
著
し
く
、
し
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
発
売
さ
れ

て
い
る
現
在
、
医
師
が
薬
剤
の
網
羅
的
知
識
を
持
つ
の
は
不

可
能
で
、
治
療
に
お
い
て
医
師
の
相
談
相
手
と
し
て
薬
剤
師

の
存
在
は
絶
対
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
ら
、

必
然
的
に
使
う
薬
剤
の
種
類
や
量
は
相
当
な
も
の
で
、
病
院

経
営
に
も
大
き
く
か
か
わ
る
。

　
病
院
の
治
療
や
経
営
方
針
な
ど
を
決
め
る
際
、
薬
剤
部
の

意
見
は
、
ど
う
し
て
も
聞
い
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
し
、

逆
に
決
め
ら
れ
た
方
針
を
薬
剤
部
で
も
共
有
し
て
ほ
し
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
薬
剤
部
長
を
執
行
部
に
迎
え
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
」

院
長
就
任
前
に
は
、
薬
剤
部
を
訪
れ

メ
ン
バ
ー
た
ち
の
や
る
気
を
引
き
出
す

　
そ
ん
な
瀬
戸
氏
で
あ
る
か
ら
、
薬
剤
師
へ
の
期
待
は
大
き

く
、
同
院
の
薬
剤
部
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
を
鼓
舞
す
る
こ
と
も

忘
れ
な
い
。
病
院
長
就
任
前
に
は
、
薬
剤
部
を
訪
れ
、
挨
拶

を
兼
ね
て
病
院
の
方
針
を
率
直
に
話
す
と
と
も
に
、
が
ん
治

療
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
い
る
薬
剤
師
の
名
前
を
挙
げ
て
激
励

の
言
葉
を
贈
っ
た
そ
う
だ
。

「
病
院
長
職
に
就
い
て
し
ま
う
と
、
残
念
な
が
ら
忙
し
さ
の

あ
ま
り
、
若
い
薬
剤
師
に
は
な
か
な
か
会
っ
て
話
す
機
会
を

持
て
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
就
任
前
、
こ
の
と
き
と
ば
か
り

に
、
僕
の
考
え
る
医
療
、
病
院
経
営
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
を
話

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
が
ん
治
療
で
協
働
し
て
い
る
薬
剤
師
の
名
前
を
挙

げ
て
、
具
体
的
な
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ど
の
よ
う
な

部
分
で
助
け
て
も
ら
っ
た
か
を
感
謝
の
気
持
ち
も
込
め
て
紹

介
し
ま
し
た
」

　
最
後
に
は
「
ま
す
ま
す
、
が
ん
ば
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
と
言
う
が
、
単
な
る
形
式
的
な

も
の
で
は
な
く
、
薬
剤
師
の
仕
事
を
本
当
に
よ
く
理
解
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
挨
拶
は
、
薬
剤
部
の
メ
ン
バ
ー
の
気
持

ち
を
揺
り
動
か
し
た
に
違
い
な
い
。

大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
を

医
師
も
当
然
、
わ
か
っ
て
い
る
は
ず

　
薬
局
薬
剤
師
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
と
、「
実
際
の

仕
事
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
―
―
」
と

前
置
き
し
な
が
ら
も
、「
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
を
な
く
せ
る

の
は
、
薬
局
薬
剤
師
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
き
わ
め
て

的
を
射
た
考
え
を
示
す
。

「
薬
剤
で
も
っ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
ひ
と
つ
は
、
ポ
リ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
。
複
数
の
医
療
機
関
に
通
っ
て
、
も
う
ご
飯

ぐ
ら
い
に
錠
剤
を
持
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
も
少
な
か
ら
ず
い

る
の
に
は
驚
く
ば
か
り
。
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
医
療
経

済
に
お
い
て
も
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
し
か
な
く
、
早
急
な
解
決

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
我
々
医
師
に
は
、
手
も
足
も
出
ま

せ
ん
。
処
方
意
図
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

他
の
医
師
の
処
方
に
対
し
て
意
見
は
言
え
ま
せ
ん
か
ら
。
で
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は
、
処
方
せ
ん
を
も
と
に
薬
剤
の
説
明
を
受
け
て
い
る
患
者

さ
ん
が
、
問
題
意
識
を
持
つ
か
と
言
え
ば
、
知
識
が
な
い
の

で
無
理
と
い
う
も
の
。

　
薬
の
知
識
を
持
っ
て
い
て
、
患
者
さ
ん
に
ど
ん
な
薬
が
出

て
い
る
の
か
を
包
括
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
薬
剤

師
の
み
。
誰
か
が
権
限
を
持
っ
て
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
に

な
ら
な
い
よ
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
と
し
た
な
ら
、
そ
の

役
目
は
薬
剤
師
し
か
担
え
な
い
と
僕
は
考
え
ま
す
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
か
か
り
つ
け
薬
局
の
制
度
は
、
と
て
も
評
価
で

き
ま
す
ね
」

　
け
れ
ど
も
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
が
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
薬
剤
師
が
持
っ
て
い
る
知
識
を
フ
ル
に
活
用
し
、
さ
ら
に

は
医
師
に
照
会
し
な
け
れ
ば
、
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
不
可
能
。
ぜ
ひ
、
そ
の
あ
た
り
を
理
解
し
て
薬

剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
責
務
の
大
き
さ
を
胸
に
医
師
へ
の
問
い

合
わ
せ
な
ど
、
薬
剤
師
に
と
っ
て
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
越
え

て
行
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
一
瞬
よ
ぎ
っ
た
懸
念
を
見
透
か
す
よ
う
に
、
瀬
戸
氏
は
次

の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
薬
剤
師
に
贈
っ
て
く
れ
た
。

「
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
は
、
医
師
に
も
っ
と
意
見
を
言
っ
て

も
ら
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
言
い
づ
ら
い
雰
囲
気
が

ま
だ
残
っ
て
い
る
の
も
確
か
で
す
が
、
そ
ん
な
も
の
は
近
い

将
来
、
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
遠
慮
は
無
用
。
時
代
は
大
き

く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
膨
大
な
薬
剤
の
情
報
を
医

師
が
フ
ォ
ロ
ー
し
つ
づ
け
る
の
は
無
理
で
、
医
師
と
薬
剤
師

が
お
互
い
に
対
等
な
立
場
で
意
見
交
換
が
で
き
な
け
れ
ば
、

そ
れ
は
、
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
不
幸
な
結
果
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
薬
剤
師
が
医
師
の
と
て
も
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で

あ
る
こ
と
を
、
医
師
も
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
僕
は
、
確
実
に
薬
剤
師
に
は
追
い
風
が
吹
い
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
患
者
さ
ん
の
た
め
に
、
時
代
遅
れ
に
な
り

つ
つ
あ
る
先
入
観
や
恐
れ
な
ど
わ
き
に
置
き
、
薬
剤
師
と
し

て
の
仕
事
を
ま
っ
と
う
し
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
」取材に同席してくださった皆さん。

左から塩﨑英司氏（病院長補佐、事務部長）、瀬戸氏、
鈴木洋史氏（薬剤部教授・部長）、長瀬幸恵氏（薬剤部副薬剤部長）
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薬剤部教授・部長
鈴木 洋史氏

けるような勉強会を開催しています。また、地域
のいくつかの病院の薬剤師と薬局薬剤師の方々と
で『薬薬連携協議会』をつくり、意見交換を行っ
ています。さらに、使い方が難しいぜんそくの吸
入薬の使い方などの講習会も開いています。
　2019 年 11 月に医薬品医療機器等法（薬機法）
の改正案が可決となりましたが、これを機に、私
たちとしても、薬局薬剤師の皆さんとの連携をい
っそう深めていくつもりです。

薬局を拠点に多職種が
連携するシステムもあっていい

　超高齢社会に突入し、在宅患者の数が増える一
方であることを考えると、訪問による薬剤管理な
ど、薬局薬剤師の方々の活躍が大いに期待される
ところです。さらに言えば、地域の方々の健康、
医療を支える存在の一部になっている薬局を拠点
として、多職種が連携できるようなシステムの構
築があってもいいと考えます。
　また、患者さんに対するシームレスな治療が注
目を集める中にあっては、病院薬剤師と薬局薬剤
師との間での薬薬連携の重要性が、ますます高ま
っていくでしょう。

　瀬戸氏の取材には、東大病院の薬剤部教授・部
長の鈴木洋史氏にもご同席をいただいた。貴重な
機会であるので、同院薬剤部と周辺の薬局との薬
薬連携の実際や今後の展望などをお聞きした。

勉強会や懇親会を開催し
積極的に薬薬連携を進める

　当院の薬剤部では、年に何回か、さまざまなテ
ーマを設定し、近隣の薬局の方々にご参加いただ

column
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きりたんぽ

「秋のきりたんぽに、冬のハタハタ。それから山
菜も好きですね」
　故郷が秋田県の瀬戸泰之氏の好物は、秋田の誇
る名物ばかり。
「妻も秋田生まれで、彼女の実家がよく私の好物
の食材を送ってくれますし、今年の正月に帰郷し
た際には、１日に何匹もハタハタを食べました」
　瀬戸氏の話を聞きつつ、「きりたんぽは、秋の
食べ物なのか？」と疑問に思って尋ねてみた。
「本当のきりたんぽは、新米でつくります。です
から、新米が出まわる秋の食べ物なのです。新米
と、そうでない米でつくっているのとでは、味が
全然、違いますよ！」
　きりたんぽは、これまた秋田名産で、味も香り
も抜群と誉れ高い比内地鶏のガラを弱火で数時間
かけて煮込んでダシをとり、醤油と酒で味をとと
のえ、マイタケやセリ、ネギなどといっしょに鍋
に入れて食べる。秋はネギの甘みが増し、セリが
柔らかくなって鍋が一段とおいしくなることから
も、やはり、きりたんぽは秋に食べるのがいちば
んなのだろう。

❖

　ところで、きりたんぽとは、炊いてから潰した
ご飯を半練り状にして、長い杉の串に巻きつけて
焼いた「たんぽ」と呼ばれる食べ物を、鍋に入れ
るために適当な大きさに切ったものを言う。つま
り、もともとは「たんぽ」で、それを切ったから
「きりたんぽ」なわけだ。
　たんぽの起源には、諸説ある。きこりが山仕事
をする際、ご飯を長い棒に巻きつけ、味噌をつけ

て焼いて食べたのがはじまりという説や、マタギ
が猟を終えて山から帰ったあと、食べ残したご飯
を獲物の山鳥や山菜といっしょに鍋に入れたのが
はじまりという説――などなど。
　ただ、いずれにしても、農民が１年の農作業を
終えた秋に、感謝と慰安のために手づくりのたん
ぽを皆で食べる風習が秋田で広まり、現在までつ
づいているのは間違いないようだ。

❖

　日本に “ご当地名物 ”は数多くあるが、きりた
んぽの知名度は非常に高い。民間の調査会社が行
っている『ふるさと名物に関する知名度調査』で
は例年、5,000 産品もの中からトップ 10入りし、
知名度は 70％を超える。2007 年に農林水産省が
実施した『農山漁村の郷土料理百選』のインター
ネット投票では３位にランクインした。
　瀬戸氏は、「秋田から食材が送られてくると、
自宅に友人を呼んでもてなすこともある」と話す
が、中でも、きりたんぽは大好評だとか。ぜひ、
機会があれば本場のきりたんぽを食してみたい。

FOYER（ホワイエ）は、ほっと一息つく休憩の場──。
ここでは、『MY OPINION』に登場された方にまつわる「食」の情報をご紹介します。

きりたんぽ
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す
べ
て
が
で
き
な
く
て
も
い
い

何
が
で
き
て
、
何
が
で
き
な
い
の
か

分
析
す
る
こ
と
が
在
宅
で
は
重
要

構成／『ターンアップ』発行人：武田 宏

白石丈也氏は2006年、在宅医療を手がけるのを前提として福島
市内に自らの薬局を立ち上げた。以来、多くの患者に対して在宅
訪問薬剤管理指導を行い、医師やほかの職種からの信頼を得
て、地域医療を支えるのになくてはならない存在となっている。今
回、白石氏のもとを訪ねたところ、これから在宅医療に参入しよ
うとする薬局や薬剤師にとって大きなヒントとなる話をうかがえた。

白石 丈也
けや木薬局

開設者・管理薬剤師

しらいし・たけや
1994年東北薬科大学（現・東北医科薬科大学）薬学部衛生薬学科卒業。株式会社
オオノ・ひかり薬局入社。2000年より在宅医療業務にかかわる。無菌調剤管理責任者、
在宅・輸液担当課長を経て、2006年退社、有限会社メディックス白石を設立し代表
取締役就任、けや木薬局開設。現在、福島薬剤師会副会長、福島県薬剤師会理事

発 行 人
対 談 OV O I C E
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勤
務
先
で
在
宅
医
療
に
従
事

幼
い
こ
ろ
の
出
来
事
も
あ
り

在
宅
医
療
薬
局
設
立
を
決
意

―
―
白
石
先
生
が
開
局
さ
れ
た
、
け
や
木
薬
局

の
概
要
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

白
石
　
２
０
０
６
年
、
福
島
市
に
開
局
し
ま
し

た
。
当
初
よ
り
無
菌
調
剤
室
を
擁
し
、
在
宅
医

療
を
手
が
け
て
い
ま
す
。
現
在
は
常
勤
薬
剤
師

４
名
、
事
務
４
名
が
在
籍
、
在
宅
医
療
に
関
し

て
は
、
主
に
３
名
の
薬
剤
師
が
、
個
人
宅
40
〜

50
名
、
介
護
関
連
施
設
40
〜
50
名
の
患
者
さ
ん

を
分
担
し
て
訪
問
し
て
い
ま
す
。

―
―
２
０
０
６
年
時
点
で
は
、
在
宅
医
療
に
薬

剤
師
が
か
か
わ
る
ケ
ー
ス
は
、
今
よ
り
ず
っ
と

少
な
か
っ
た
は
ず
。
高
額
な
設
置
費
用
の
か
か

る
無
菌
調
剤
室
を
備
え
て
の
開
局
と
は
、
思
い

切
っ
た
決
断
を
さ
れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
経
緯
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

白
石
　
開
局
前
、
在
宅
医
療
に
対
し
て
先
進
的

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
薬
局
に
勤

務
を
し
て
お
り
、
私
自
身
も
、
在
宅
医
療
の
現

場
に
出
た
り
、
薬
局
に
無
菌
調
剤
室
を
立
ち
上

げ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
た
ず
さ
わ
る
な
ど
し
て

い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
私
の
祖
父
は
、
食
道
が
ん
で
若
く

し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
病
床
で
私
に
、

「
患
者
の
痛
み
を
と
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な

医
療
者
に
な
れ
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
幼
い
こ
ろ
の
記
憶
も
手
伝
っ
て
、
自
分
な
り

の
在
宅
医
療
を
手
が
け
る
薬
局
を
経
営
し
て
み

た
い
と
思
う
に
い
た
り
、
開
局
に
踏
み
切
っ
た

の
で
す
。

勉
強
は
欠
か
せ
な
い
が

実
際
に
現
場
の
事
例
に

向
き
合
う
こ
と
も
大
切

―
―
在
宅
医
療
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
技
能
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
た
と
え

ば
、
無
菌
調
剤
の
技
能
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
か
？

白
石
　
先
述
の
と
お
り
、
以
前
の
勤
務
先
で
無

菌
調
剤
室
の
立
ち
上
げ
に
か
か
わ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
際
に
当
時
、
厚
生
労
働
省
（
以
下
、

厚
労
省
）
が
実
施
し
て
い
た
薬
剤
師
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の
た
め
の
研
修
に
参
加
し
、
大
学
病
院

で
行
わ
れ
た
実
習
で
学
び
ま
し
た
。

―
―
非
常
に
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
厚
労
省
の
研

修
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。

白
石

　
は
い
。
現
在
、
厚
労
省
で
は
私
が
受
講

し
た
よ
う
な
研
修
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す

が
、
各
種
学
会
や
薬
剤
師
会
な
ど
が
無
菌
調
剤

を
テ
ー
マ
に
し
た
研
修
を
開
い
て
い
る
の
で
、

今
か
ら
勉
強
し
た
い
と
考
え
て
い
る
薬
剤
師
の

方
々
は
、
そ
う
し
た
機
会
を
生
か
す
の
も
ひ
と

つ
の
手
で
し
ょ
う
。

発 行 人
対 談 OV O I C E

【資料2】 調剤室

【資料1】 無菌調剤室

出典：編集部撮影

出典：編集部撮影
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―
―
そ
の
ほ
か
の
在
宅
医
療
に
関
す
る
知
識
や

ス
キ
ル
は
ど
こ
で
―
―
。

白
石
　
私
の
場
合
、
疾
病
の
知
識
や
治
療
上
必

要
な
知
識
、
副
作
用
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の

技
能
、
健
康
保
険
や
医
療
助
成
制
度
の
情
報
、

患
者
さ
ん
を
支
え
る
う
え
で
の
課
題
を
抽
出
す

る
能
力
、
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
の
に
必
要
な

ほ
か
の
職
種
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ

ル
な
ど
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
知
り
合
い
に

な
っ
た
、
在
宅
医
療
の
先
駆
者
的
存
在
の
医
師

や
薬
剤
師
の
先
生
方
が
、
惜
し
み
な
く
教
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
そ
れ
は
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
！

白
石

　
そ
う
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ

こ
は
間
違
っ
て
ほ
し
く
な
い
の
で
す
が
、
在
宅

医
療
参
入
前
に
す
べ
て
の
こ
と
を
身
に
つ
け
る

の
は
不
可
能
に
近
い
。
私
も
仕
事
を
し
な
が
ら

学
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

薬
剤
師
は
真
面
目
で
、
在
宅
医
療
に
参
入
す

る
に
も
万
全
を
期
し
て
臨
も
う
と
す
る
方
が
多

い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
勉
強
は
不
可
欠
で
す
が
、
現
場
で
一

つ
ひ
と
つ
の
相
談
事
例
に
し
っ
か
り
と
向
き
合

い
、
経
験
を
積
み
重
ね
る
中
で
知
識
や
ス
キ
ル

を
蓄
え
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。

夜
間
・
休
日
の
呼
び
出
し
は

き
わ
め
て
少
な
い

あ
ま
り
身
が
ま
え
す
ぎ
る
な

―
―
け
や
木
薬
局
で
は
、
在
宅
医
療
で
24
時
間

対
応
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
体
制
を

組
ま
れ
て
い
る
の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

白
石
　
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
際
は
、
基
本
的
に

は
、
そ
の
患
者
さ
ん
を
担
当
す
る
薬
剤
師
も
し

く
は
副
担
当
の
薬
剤
師
が
対
応
し
ま
す
が
、
夜

間
・
休
日
の
場
合
、
私
が
出
て
い
く
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

―
―
た
い
へ
ん
そ
う
で
す
。

白
石

　
い
い
え
。
実
際
に
夜
間
・
休
日
に
呼
び

出
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
は
、
年
に
数
回
程
度
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

―
―
「
24
時
間
対
応
」
と
聞
く
と
、
患
者
さ
ん

か
ら
の
緊
急
の
要
請
に
備
え
て
、
四
六
時
中
、

待
機
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
想
像

し
て
い
ま
し
た
。
現
実
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
の
で

す
ね
。

白
石
　
特
に
急
変
時
の
対
応
が
必
要
に
な
る
在

宅
緩
和
ケ
ア
の
場
合
、
経
験
の
豊
富
な
医
師
は

患
者
さ
ん
の
変
化
を
予
測
し
な
が
ら
診
療
を
し

て
い
ま
す
。

【資料3】 自家発電設備

【資料4】 けや木薬局における新規在宅患者数の推移
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新規合計（内訳：●がん、●非がん）

　東日本大震災時の経験をもとに、停電が起きても無菌
調剤室で調製を行えるように自家発電設備を導入した。３
日間稼働できるという。

出典：編集部撮影

従来はがん患者が多かったが、近年は非がん患者が増加する傾向にある。
出典：白石氏提供資料



　

し
た
が
っ
て
、「
そ
ろ
そ
ろ
、
こ
ん
な
症
状

が
出
る
だ
ろ
う
」
と
、
痛
み
止
め
や
解
熱
剤
な

ど
を
あ
ら
か
じ
め
臨
時
薬
と
し
て
処
方
し
て
く

れ
る
の
で
、
深
夜
に
症
状
の
変
化
が
起
き
て
も

患
者
さ
ん
は
そ
れ
ら
の
薬
剤
を
服
用
し
て
朝
を

待
っ
て
く
れ
る
た
め
、
薬
剤
師
の
呼
び
出
し
は

少
な
い
の
で
す
。

―
―
在
宅
医
療
に
慣
れ
て
い
な
い
医
師
だ
と
、

そ
の
よ
う
な
備
え
に
ま
で
思
い
い
た
ら
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

白
石
　
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
薬
剤
師
の
ほ
う

か
ら
医
師
に
、「
そ
ろ
そ
ろ
痛
み
止
め
を
準
備

し
た
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
ア
プ
ロ

ー
チ
を
し
た
り
も
し
ま
す
。

　

な
お
、
そ
の
と
き
に
「
○
○
す
べ
き
で
す
」

と
い
っ
た
断
定
的
な
口
調
は
、
軋
轢
を
生
み
か

ね
な
い
の
で
Ｎ
Ｇ
。
医
師
に
限
ら
ず
、
多
職
種

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
言
動
に
は
十
分
な
注
意

が
必
要
で
す
。

在
宅
チ
ー
ム
か
ら
の
依
頼
に
は

相
談
内
容
を
よ
く
聞
い
て
か
ら

対
応
で
き
る
条
件
を
提
示
せ
よ

―
―
こ
れ
か
ら
在
宅
医
療
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ

う
と
考
え
て
い
る
薬
局
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願

い
し
ま
す
。

白
石
　
厚
労
省
の
補
助
金
を
利
用
し
て
、
多
職

種
連
携
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
ね
ら
っ
た
〝
お
た

め
し
訪
問
〞
の
よ
う
な
事
業
が
各
地
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
機
会
を
利
用
し
て

経
験
し
て
み
る
の
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ

懸
念
さ
れ
る
点
が
あ
り
ま
す
。

―
―
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
す
か
？

白
石
　
せ
っ
か
く
在
宅
チ
ー
ム
か
ら
訪
問
の
相

談
を
受
け
て
も
、
少
し
で
も
条
件
を
満
た
せ
な

い
部
分
が
あ
る
と
、
断
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が

目
立
つ
の
で
す
。

―
―
「
完
璧
な
対
応
を
し
な
け
れ
ば
」
と
怖
気

づ
い
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

白
石

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
依
頼
を
断

っ
て
い
る
と
、「
あ
の
薬
局
は
在
宅
医
療
に
対

応
し
て
く
れ
な
い
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
話
が
口

コ
ミ
で
広
ま
り
、
次
の
機
会
が
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

―
―
ど
う
対
応
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

白
石
　
在
宅
チ
ー
ム
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
な

ら
、
ど
の
よ
う
な
案
件
な
の
か
の
話
を
し
っ
か

り
と
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
ご
自

身
の
薬
局
の
人
員
体
制
や
人
材
の
能
力
を
分
析

し
、「
こ
れ
は
で
き
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
で
き

な
い
」
と
具
体
的
な
条
件
を
提
示
す
べ
き
。
通

常
、
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

す
ぐ
に
断
ら
れ
た
り
は
し
な
い
は
ず
で
す
。

―
―
自
己
分
析
が
重
要
で
す
。

白
石
　
そ
の
と
お
り
で
す
。
す
べ
て
を
で
き
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
が
で
き
て
、
何
が
で

き
な
い
の
か
を
見
き
わ
め
る
こ
と
が
、
チ
ー
ム

医
療
が
基
本
の
在
宅
医
療
で
は
、
特
に
重
要
な

の
で
す
。

―
―
本
日
は
、
在
宅
医
療
に
関
す
る
有
意
義
な

お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

発 行 人
対 談 OV O I C E

『ターンアップ』発行人
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10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

終末期の患者さんの疼痛緩和に使われるケースが多い
モルヒネやオキシコドンなどの医療用の麻薬製剤は

症状の変化やご逝去により使わずに残った場合、適切な方
法で廃棄し、当局に届け出をしなくてはなりません。
　ですから、調剤済麻薬が残ると、患者さんのご自宅や在
宅医のもとに回収にうかがい、薬局に持ち帰って廃棄しま

す。手間がかかりますが、薬剤管理の観点から見ると意義
深く、おざなりにできない作業です。それに、回収のため
のご自宅訪問は、患者さんやそのご家族とお話をするきっ
かけにもなります。ただ、麻薬製剤は高価なものが多いの
で、廃棄量が多いときには再利用できたらどんなにいいだ
ろうと考えることもしばしばあります。

た
だ
今

戻
り
ま
し
た

調
剤
済

麻
薬

の
回
収

と
廃
棄

で
す

患
者
さ
ん
が

亡
く
な
る
な
ど
し
て

使
用
し
な
く
な
っ
た

調
剤
済
麻
薬
を
薬
局
で

廃
棄
し
ま
すけ

っ
こ
う
時
間

が
か
か
り
ま
す

調
剤
済
麻
薬
の
廃
棄
は

在
宅
薬
剤
師
の
大
事
な

仕
事
だ
と
思
い
ま
す

残
薬
を
家
庭
用
の
ご
み
箱
に

捨
て
て
し
ま
う
例
も

あ
る
よ
う
で
す
か
ら

薬
剤
師
が
関
与

し
て
適
切
に

廃
棄
せ
ね
ば

な
る
ほ
ど

医
療
費
的
に
は

も
っ
た
い
な
い
と

思
っ
ち
ゃ
い
ま
す

け
ど
ね
…
…

そ
う
で
す

ね
え
…
…

ご
家
族
と
の

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の

機
会
に
な
る

こ
と
も

あ
る
し
…
…

15



第34回

過
去
最
多
に
達
し
た
薬
剤
師
数

現
状
で
は
不
足
も
見
ら
れ
る
が

こ
の
先
の
需
給
は
ど
う
な
の
か

　

２
０
１
９
年
12
月
、
厚
生
労
働
省
（
以
下
、
厚
労
省
）
は

２
０
１
８
年
に
行
わ
れ
た
『
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
統

計
』
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
２
０
１
８
年
12

月
末
時
点
の
薬
剤
師
の
届
け
出
数
は
31
万
１
２
８
９
人
で
、

２
年
前
に
実
施
さ
れ
た
前
回
の
調
査
（
２
０
１
６
年
12
月
時

点
）
よ
り
９
９
６
６
人
増
加
し
、
過
去
最
多
に
達
し
た
と
判

明
し
ま
し
た
。

　

薬
剤
師
の
届
け
出
数
は
、
厚
労
省
の
記
録
が
た
ど
れ
る
１

９
５
５
年
か
ら
一
貫
し
て
右
肩
上
が
り
で
増
え
つ
づ
け
て
き

ま
し
た
。
こ
の
間
の
大
半
の
時
期
で
我
が
国
の
人
口
が
増
加

し
て
お
り
、
ま
た
、
近
年
は
人
口
減
少
が
始
ま
っ
た
と
は
い

え
、
超
高
齢
社
会
で
医
療
需
要
が
大
き
い
点
に
か
ん
が
み
る

と
、
薬
剤
師
の
数
は
、
ま
だ
足
り
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま

す
。
実
際
、
薬
剤
師
不
足
に
悩
む
薬
局
も
少
な
く
な
い
よ
う

で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
先
、
高
齢
者
も
含
め
て
人
口
減
少
が
さ
ら

に
進
む
中
で
、
果
た
し
て
薬
剤
師
の
数
は
、
こ
の
ま
ま
増
え

つ
づ
け
て
も
大
丈
夫
な
の
か
―
―
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
、

昨
年
、
厚
労
省
が
公
表
し
た
『
薬
剤
師
の
需
給
動
向
の
予
測

お
よ
び
薬
剤
師
の
専
門
性
確
保
に
必
要
な
研
修
内
容
等
に
関

す
る
研
究
』
の
報
告
書
を
見
な
が
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

機
械
的
試
算
で
は
余
剰
が
発
生

し
か
し
業
務
の
幅
が
広
ま
れ
ば

需
要
は
底
堅
い
と
見
込
ま
れ
る

　

同
研
究
で
は
、
２
０
１
８
年
度
か
ら
２
０
４
３
年
度
の
25

年
間
を
推
計
期
間
と
し
、
予
想
さ
れ
る
処
方
せ
ん
の
発
行
枚

数
や
病
床
数
の
推
移
な
ど
を
踏
ま
え
、
薬
剤
師
の
需
給
動
向

従
来
の
業
務
の
ま
ま
で
は

将
来
的
に
薬
剤
師
の
数
が

余
剰
に
な
る
事
態
を
招
く

16
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【資料】薬剤師の需給予測（機械的な試算による推計）

を
機
械
的
に
試
算
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
薬
剤
師
の

総
数
は
今
後
も
増
加
を
つ
づ
け
る
と
み
ら
れ
、
２
０
４
３
年

度
の
供
給
総
数
予
測
は
約
40
万
８
０
０
０
人
で
、
現
在
か
ら

数
年
間
は
需
要
と
供
給
が
ほ
ぼ
均
衡
す
る
状
況
が
持
続
す
る

も
の
の
、
長
期
的
に
は
需
要
を
供
給
が
上
ま
わ
る
と
見
込
ま

れ
て
い
ま
す（【
資
料
】）。

　

結
果
だ
け
を
見
る
と
、
将
来
的
に
〝
薬
剤
師
余
り
〞
が
起

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
推
計
は
前
述
の
と
お
り

あ
く
ま
で
機
械
的
な
試
算
で
あ
り
、
薬
剤
師
の
業
務
内
容
の

変
化
や
業
務
効
率
の
向
上
と
い
っ
た
要
素
は
考
慮
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
報
告
書
で
は
、
今
後
、
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
進
展
に
と
も
な
う
入
院
医
療
か
ら
在

宅
医
療
へ
の
シ
フ
ト
、
チ
ー
ム
医
療
の
進
展
、
外
来
化
学
療

法
の
普
及
な
ど
が
進
め
ば
、
薬
剤
師
が
取
り
組
む
べ
き
業
務

が
多
様
化
し
て
増
加
し
、
薬
剤
師
需
要
が
底
上
げ
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

半
面
、
た
と
え
ば
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
Ａ
Ｉ
、
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
活

用
が
広
が
れ
ば
、
単
純
な
調
剤
作
業
は
大
幅
に
減
少
し
、
予

測
よ
り
も
さ
ら
に
薬
剤
師
の
余
剰
感
が
増
す
事
態
も
あ
り
え

る
で
し
ょ
う
。

今
後
、
厚
労
省
で
は
薬
剤
師
の

質
と
量
を
検
討
す
る
場
を
持
つ

議
論
の
動
向
か
ら
目
を
離
す
な

　

こ
の
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
薬
剤
師
業
界

の
あ
り
方
を
展
望
す
る
と
、
旧
態
依
然
と
し
た
調
剤
業
務
ば

か
り
し
て
い
れ
ば
、
〝
薬
剤
師
余
り
〞
が
現
実
に
な
る
と
考

え
て
良
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
報
告
書
で
触
れ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
薬
剤
師
が
在
宅
医
療
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
領

域
に
積
極
的
に
進
出
す
れ
ば
、
未
来
は
大
き
く
変
え
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
厚
労
省
で
は
今
年
４
月
以
降
、
薬
剤
師
の
養
成
や

資
質
向
上
な
ど
に
加
え
て
、
需
給
問
題
に
関
す
る
検
討
を
行

う
会
合
を
開
催
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
薬
剤

師
の
「
質
」
と
「
量
」
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
議
論
の
動
向
に

要
注
目
で
す
。

出典：『薬剤師の需給動向の予測および薬剤師の専門性確保に必要な研修内容等に関する研究』（資料１：需給動向予測）より改編

薬
剤
師
数（
万
人
）
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20
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需要総数

年度

供給総数

供給総数
（参考）

〈供給〉
・今後の大学進学予定者数の減少予測を踏まえ、国家試験合格者が同程度の割
合で減少すると仮定して推計（●）
・国家試験合格者数が今後も一定数維持されると仮定して推計したものを参考と
して示した（●）
〈需要〉
・薬局：薬剤師ひとり当たり処方せん枚数が現在と同程度で推移する前提で推計
・医療機関：薬剤師ひとり当たり病床数が現在と同程度で推移する前提で推計
・上記以外：現状のまま推移する前提で推計
※算出方法の違いにより、過去の数値は『医師・歯科医師・薬剤師統計』の結果と異なる



　「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」をテーマに研究計画を練ってきた、時めき病院の薬剤
師ビート君。前回は、「比較する際の３つのポイント」として、交絡因子やバイアスについて学びました。引きつづき、研
究の相談相手のふうたろう先生、しんのすけ先生とのディスカッションを見てみましょう。

第6回　「バイアス」の予防方法を知って正しくデータの測定をする

⇦ 

解
説  

は
20
ペー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さい。

比
較
を
す
る
際
の
3
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
、

 「
バ
イ
ア
ス
」の
予
防
方
法
を
マ
ス
タ
ー
せ
よ
！

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
単行本試し読み

京
都
大
学
准
教
授

福
間 

真
悟

監修
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解説 　前号では、バイアスとは何か、どんなときに起こるのかを学習しました。ここでは、
それらを復習して理解を深めるとともに、バイアスを防ぐにはどうすれば良いのかを
解説していきます。

　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』

■測定されたデータに潜む誤り
　交絡因子の場合、データ自体は正しいのですが、
交絡因子により比較が邪魔されます。もちろん、測
定されたデータ自体が間違っていても質の高い比較
はできません。この測定データが誤っていることを
「バイアス」と言います。例を２つ示しましょう。
バイアスの例①
　大学病院には糖尿病専門医がいて、先進的な治療
を行う傾向が見られるかもしれません。その場合、
その病院の門前薬局で調査した糖尿病治療薬の処方
は、一般的な糖尿病患者の処方実態を表していない
可能性があります。
バイアスの例②
　患者に「薬をちゃんと飲んでいますか？」と聞く
と、飲めていない人でも「飲んでいる」と答えてし
まうケースがあります。理由は人によりさまざまで
すが、調査の結果として得られる服薬遵守割合は、
実際の服薬遵守割合より高めに測定されがちです。
　こうしたバイアスは、どんな段階で発生しやす
く、どのようにして予防すれば良いのでしょうか。
２つの段階に分けて紹介します。

■対象者を選択する段階
　対象者（P）を選択する際に偏った集団を選ぶと、
測定結果も偏ってしまいます。これを「選択バイア
ス」と呼びます。前述の①がその例で、対象者であ
る糖尿病患者を選ぶ段階でバイアスが起きているの
です。
　選択バイアスが発生する可能性を確認するには、
対象者やセッティング（対象者を集める場所）の条
件と、今回の研究結果を当てはめたい集団との間に
ギャップがないかを確かめることが大切です。

■要因やアウトカムを測定する段階
　要因（E）やアウトカム（O）を測定するときにも、
測定方法に配慮しないと測定結果が偏ってしまいま
す。これを「情報バイアス」と呼びます。前述の②
がその例で、①と違って対象者の選択ではなく、調
査の段階でバイアスが生じています。
　情報バイアスが起こる可能性を確認するには、測
定する方法（①何で測定するか、②いつ・誰が・ど
こで測定するか）への留意が重要ですので覚えてお
きましょう。
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ますのでご注意ください。
────────────────────────

ACADEMY
『日本医療薬学会年会』を名古屋で開催
　今年９月、『第30回日本医療薬学会年会』が愛知
県名古屋市で開催されます。
　今回のメインテーマは、「患者と医療を支える薬
剤師力を磨く」です。超高齢社会において疾病構造
が大きく変化する一方、医学や薬学の進歩にともな
い、先端医療が次々と日常診療の中に組み込まれ、
治療法は多様化・高度化しています。こうした変化
に対応するため、チーム医療と多職種連携、タスク
シェア・シフトの推進が求められている中、薬剤師
には、患者と医療を支える確かな専門性＝薬剤師力
が必要となります。
　本年会では、薬剤師力を、診療、教育、研究、社
会貢献の４つの観点から議論し、理解を深めます。
開催概要は下記のとおりです。

BOOK
『専門薬剤師からみた薬物治療の勘所』
編著：望月敬浩ほか／発行：南山堂

とその回答、解説をまとめた「プロ→プロQ&A」の
コーナーで構成されています。
　本書でとり上げられている領域は、感染制御、精
神科、がん、妊婦・授乳婦、薬物療法、腎臓病薬物
療法の６つ。それぞれの領域において「専門薬剤師
の勘所」では、専門薬剤師が各分野の薬物療法にお
いて注目すべきポイントや、最新のエビデンスなど
を紹介します。
　また、「プロ→プロQ&A」では、がん領域を１例
とすると、感染制御専門薬剤師から「発熱性好中球
減少症後の抗がん薬の投与計画」について、精神科
専門薬剤師からは「精神疾患患者の痛みの感受性」
について質問が投げかけられ、がん専門薬剤師が回
答するといったやり取りが展開されます。質問する
ほう、されるほう双方の専門的な視点を知ることが
でき、薬剤師としてのスキルアップに大いに役立つ
はずでしょう。
────────────────────────

PRODUCT
『モディオダール錠』に効能・効果が追加
　アルフレッサファーマ株式会社と田辺三菱製薬株
式会社は、両社が共同販売を行う睡眠障害治療薬『モ
ディオダール錠100mg』（一般名：モダフィニル）の
効能・効果にかかる承認事項一部変更承認を取得し

　本書は、月刊誌『薬局』で連
載されている「プロフェッショ
ナルEYE―専門薬剤師からみた
勘所―」の内容を、一部抜粋・
加筆修正した「専門薬剤師の勘
所」のコーナーと、単行本化に
ともない各領域の専門薬剤師か
ら別領域の専門薬剤師への質問

モディオダール錠100mg

たと発表しました。
　本剤は、現在、日本
を含む世界37ヵ国で承
認されており、日本で
は2007年より、「ナル
コレプシーにともなう日中の過度の眠気」の治療薬
として販売が開始されました。今回、新たに追加承
認された効能・効果は、「特発性過眠症にともなう
日中の過度の眠気」で、日本国内での承認は本剤が初
めてとなります。
　なお、本剤の使用にあたっては、厚生労働省の指
導にもとづく厳格な適正使用推進のため、2020年９
月以降、医師、医療機関及び薬局の登録が必要となり

【開催日時】2020年９月20～ 22日
【会場】名古屋国際会議場
【年会長】山田清文（名古屋大学医学部附属病院教授・薬剤部長）

【お問い合わせ先】http://www.congre.co.jp/30jsphcs/
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〈2011年11月〉 No.１
PMDA理事長
近藤 達也

〈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

〈2018年11月〉 No.41
医療法人社団鴻鵠会理事長

城谷 典保

〈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５月〉 No.39
JA新潟厚生連佐渡総合病院院長

佐藤 賢治

〈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

〈2016年11月〉 No.31
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

〈2014年１月〉 No.14
先端医療振興財団TRIセンター長

福島 雅典

〈2017年５月〉 No.34
日本医療政策機構理事

宮田 俊男

〈2015年９月〉 No.24
国際医療福祉大学教授

上島 国利

〈2012年５月〉 No.４
全社連理事長
伊藤 雅治

〈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

〈2019年５月〉 No.43
早稲田大学特命教授

笠貫 宏

〈2019年8月〉 No.44
医療法人社団めぐみ会理事長

田村 豊
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〈2013年１月〉 No.８
兵庫医療大学長

松田 暉

〈2018年２月〉 No.38
神戸薬科大学学長

北河 修治

〈2016年５月〉 No.28
上田薬剤師会顧問

工藤 義房

〈2014年９月〉 No.18
三井記念病院院長

髙本 眞一

〈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

STAFF

発行人 .....................................武田 宏
編集長 .....................................山中 修
副編集長 ................................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/

〈2020年2月〉 No.46
福岡大学医学部総合医学研究センター教授

 田村 和夫

〈2019年11月〉 No.45
地球堂薬局
田代 健

検索

『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

株式会社ファーマシィ

次回『ターンアップ』第48号は
2020年8月発行予定です。

先日、2020年度報酬改定に関してある
業界紙の方からインタビューを受けま

した。そのインタビューの中で「ポリファー
マシーの解消は薬剤師の大きな仕事」、「こ
こで職能を発揮できなかったら、その薬剤師
は取り残されるだろう」といった話をしまし
た。薬剤師ではない私が、ここまで言って良
かったのだろうかという思いも正直ありまし
た。本号の「MY OPINION」の瀬戸泰之先生
の「ポリファーマシーをなくせるのは、薬局
薬剤師ではないでしょうか」という力強い言
葉、ただひたすらにうれしかったです。

（O.Y.）

今号にご登場いただいた白石丈也先生の
お話にあった「すべてができなくても

いい、何ができて、何ができないのか、分析
することが重要」は、すべての仕事に通じる
お言葉です。まずは一歩踏み出すことが大事
ですね。 （K.K.）

この春、史上初と言われる薬剤師が主演
の連続ドラマが始まりました。しかも

主演は、あの石原さとみさん。薬剤師の仕事
に関心を持ち、薬剤師をめざそうという若い
方々が増えるきっかけになることを期待して
います。 （フク）
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