
september／october
2012

［ターンアップ］
No.6

発
行
日
：
2012年

９
月
１
日
　
　
発
行
：

　
　
制
作
：

株
式
会
社
フ
ァ ー
マ
シ
ィ

〒
720-0825　

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町
4-23-27

株
式
会
社
カ
レ
ット

〒
102-0072　

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
2-18-1-2102

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
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広島県福山市のファーマシィさんて薬局において、
在宅支援薬局としての新たな取り組みがスタートし
ています。「在宅訪問専任薬剤師の配置」、「無菌
調剤室の設置」、「24時間365日対応」で、緩和ケ
ア・HPN（在宅中心静脈栄養法）などの幅広い
患者さんの受入れが可能な体制を構築しました。 

そこには「処方提案」、「プロトコールの活用」、「カ
ンファレンスへの参加」など、さまざまな医療施
設の在宅チームから必要とされる薬局・薬剤師
の姿があります。
わたしたちは、これからも、在宅医療の質向上に向
けた積極的な取り組みをさらに継続していきます。

たとえば、在宅支援薬局というトライアル──

患者さんの
期待が

聞こえていますか？

わたしたちは、薬剤師の
医療人としての使命について
考えつづけています。
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な
ぜ
、「
か
か
り
つ
け
医
」が
い
て

「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」が

い
な
い
の
か
。

公益社団法人全国自治体病院協議会会長

／赤穂市民病院名誉院長

邉見 公雄
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取材／武田 宏
文／及川 佐知枝
撮影／片岡 正一郎

MY
OPINION
─明日の薬剤師へ─
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「
患
者
さ
ん
に
か
か
り
つ
け
医
を
聞
く
と
、
た
い
て
い
の
方
は
答
え

ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
『
か
か
り
つ
け
薬
局
は
ど
こ
で
す
か
』
と
問
う

と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
保
険
薬
局
の
い
ち
ば
ん

の
弱
点
で
し
ょ
う
」

　

こ
の
言
葉
は
、
取
材
を
終
え
て
数
時
間
後
、
「
い
ち
ば
ん
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
点
に
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
公

益
社
団
法
人
全
国
自
治
体
病
院
協
議
会
会
長
で
赤
穂
市
民
病
院
名
誉

院
長
の
邉
見
公
雄
氏
が
、
編
集
部
に
か
け
て
き
た
電
話
で
語
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　

薬
剤
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
─
─
我
々
の
取
材
の
趣
旨
を
理
解
し

東
京
で
取
材
を
受
け
た
後
、
所
用
で
京
都
へ
向
か
う
新
幹
線
の
中
で

取
材
の
内
容
を
反
芻
し
、
慌
て
て
電
話
を
し
た
と
言
う
。
ま
っ
た
く

あ
り
が
た
く
、
薬
剤
師
に
対
す
る
彼
の
期
待
の
大
き
さ
を
実
感
さ
せ

ら
れ
た
。

「“
こ
の
先
生
”
が
、
あ
る
い
は
“
こ
こ
の
薬
局
”
が
か
か
り
つ
け
だ

と
、
患
者
さ
ん
た
ち
が
言
え
る
よ
う
な
時
代
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
た

い
。
街
の
薬
剤
師
さ
ん
へ
の
お
願
い
で
す
」

　

か
つ
て
、
薬
を
駆
使
し
て
病
を
い
や
す
者
を
薬く

す

師し

と
呼
び
、
そ
れ

は
人
々
に
と
っ
て
現
代
の
医
師
と
同
値
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ

し
か
患
者
を
治
療
す
る
医
師
と
薬
を
調
合
す
る
薬
剤
師
と
に
分
業
さ

れ
、
医
師
は
表
舞
台
に
、
薬
剤
師
は
裏
方
に
ま
わ
る
。

◆　

◆　

◆

　

何
故
、
薬
剤
師
は
表
に
出
て
行
か
な
か
っ
た
の
か
。
邉
見
氏
は
、

調
剤
に
熱
心
に
な
り
す
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
す
る
。

「
私
が
小
さ
い
と
き
、
身
近
に
は
医
療
に
か
か
わ
る
人
が
大
勢
い
ま

し
た
。
今
で
は
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
当
時
、
薬
剤
師
は
薬

を
薬
鉢
で
す
り
、
天
秤
に
乗
せ
、
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
に
入
れ
て
反
応

を
見
た
り
─
─
。
子
ど
も
心
に
も
面
白
そ
う
だ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
、
薬
剤
師
は
調
剤
ば
か
り
し
て
い
て
、
結
局
の
と
こ
ろ

薬
局
の
番
人
、
薬
剤
倉
庫
の
番
人
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
、
ベ
ッ
ド

サ
イ
ド
に
は
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
行
く

か
、
行
か
な
い
か
の
差
が
、
医
師
や
看
護
師
と
薬
剤
師
の
決
定
的
な

差
に
な
っ
て
、
各
々
の
立
ち
位
置
を
変
え
る
要
因
に
な
っ
た
の
だ
と

感
じ
ま
す
。

　

ほ
ん
の
昔
は
、
あ
た
か
も
医
師
の
よ
う
に
し
て
活
躍
し
て
い
た
薬

剤
師
で
す
が
、
患
者
と
接
し
な
く
な
る
に
つ
れ
、
看
護
師
よ
り
も
目

立
た
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
」

◆　

◆　

◆

　

邉
見
氏
は
、
薬
剤
師
に
向
け
る
大
い
な
る
期
待
へ
の
根
拠
を
３
つ

示
し
て
く
れ
た
。

「
ひ
と
つ
目
は
、
最
近
、
看
護
師
副
院
長
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
増
え
て

い
ま
す
が
、
な
ぜ
、
薬
剤
師
副
院
長
が
ほ
と
ん
ど
言
わ
れ
な
い
の
か

不
思
議
で
す
。
薬
剤
師
は
、
医
療
界
で
は
医
師
と
並
ぶ
専
門
職
。
看

護
師
よ
り
も
し
っ
か
り
し
た
、
薬
を
含
め
た
医
療
全
般
の
知
識
を
持

つ
薬
剤
師
が
、
医
師
の
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
え
る
可
能
性
は

高
く
、
ま
た
、
薬
の
価
格
が
病
院
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
は
決
し
て

薬
剤
師
は
調
剤
ば
か
り
し
て
い
て
、

薬
剤
倉
庫
の
番
人
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
、

ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
。

赤穂市民病院から眺めた海
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小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
２
つ
目
に
は
、
医
療
で
の
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
に
医
療

事
故
防
止
が
あ
り
ま
す
。
医
療
安
全
に
お
い
て
は
薬
剤
師
が
い
ち
ば

ん
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
し
ょ
う
。
医
療
事
故
は
、
薬
に
ま
つ
わ
る
も

の
が
最
多
な
の
で
。

　

た
と
え
ば
、
よ
く
大
き
な
死
亡
事
故
に
つ
な
が
る
の
は
、
静
脈
注

射
に
か
か
る
薬
剤
の
血
管
内
投
与
で
す
。
誤
薬
も
あ
る
し
、
投
与
ス

ピ
ー
ド
、
投
与
経
路
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
薬
は
、
つ
ま
り
薬
剤
師

の
役
割
は
、
医
療
安
全
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
事
で
す
。

　

最
後
の
３
つ
目
と
し
て
、
チ
ー
ム
医
療
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
も
薬

剤
師
が
適
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
医
師
は
忙
し
す
ぎ
て
、
な
か
な

か
真
の
意
味
で
リ
ー
ダ
ー
に
は
な
れ
な
い
。
指
示
や
顧
問
的
な
ア
ド

バ
イ
ス
は
で
き
て
も
、
特
に
外
科
医
な
ど
は
手
術
室
か
ら
出
ら
れ
な

い
日
々
が
つ
づ
く
の
で
、
中
心
人
物
に
な
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
」

◆　

◆　

◆

　
「
薬
あ
る
と
こ
ろ
に
薬
剤
師
あ
り
」
─
─
１
９
９
９
〜
２
０
０
６

年
ま
で
日
本
病
院
薬
剤
師
会
会
長
を
務
め
、
薬
学
教
育
６
年
制
の
実

現
に
尽
力
し
た
薬
剤
師
で
あ
り
薬
学
者
で
も
あ
る
全
田
浩
氏
の
言
葉

に
、
邉
見
氏
は
シ
ョ
ッ
ク
に
も
似
た
感
銘
を
受
け
た
と
話
す
。

「
私
は
病
棟
だ
け
で
な
く
、
手
術
室
に
も
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
も
在
宅
医
療
に

も
、
薬
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
薬
剤
師
を
配
置
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
確
信
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
技
術
が
高
度
化
す
る
一
方

で
、
在
宅
医
療
が
拡
大
し
て
い
く
こ
れ
か
ら
の
医
療
は
、
う
ま
く
ま

わ
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、
現
状
で
は
臨
床
の
場
に
看
護
師
は
い
る
が
、

薬
剤
師
は
い
な
い
。
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
で
す
ね
。
お
か
し
い
の
は

た
い
へ
ん
能
力
が
高
い
薬
剤
師
の
地
位
が
低
い
点
で
も
同
様
で
す
」

　

邉
見
氏
の
す
ば
ら
し
い
の
は
、
「
お
か
し
い
」
と
思
う
だ
け
で
な

く
、
「
お
か
し
い
」
を
是
正
す
る
た
め
の
行
動
に
出
る
点
。
有
言
無

実
行
で
は
な
く
、
有
言
実
行
の
人
な
の
だ
。
全
国
自
治
体
病
院
協
議

会
の
会
報
誌
に
「
看
護
師
よ
り
薬
剤
師
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
状
況
は

改
善
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
抗
議
文
を
投
稿
し
、
彼
の
見
事
な
ま
で
に

歯
に
衣
着
せ
な
い
主
張
が
掲
載
に
い
た
っ
た
。

「
看
護
師
よ
り
薬
剤
師
の
ほ
う
が
、
初
任
給
、
給
与
が
安
い
な
ん
て
、

ど
う
考
え
て
も
変
で
す
。
薬
剤
師
は
大
学
を
出
て
い
る
け
れ
ど
、
看

護
師
も
最
近
は
大
卒
が
増
え
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど

は
専
門
学
校
の
卒
業
生
で
す
。
医
療
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
の
保

有
量
が
決
定
的
に
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薬
学
部
が
6
年
制
に
な

っ
て
も
ま
だ
看
護
師
の
ほ
う
が
給
与
が
高
い
の
は
、
な
か
な
か
納
得

で
き
ま
せ
ん
。

　

私
が
名
誉
院
長
を
務
め
る
赤
穂
市
民
病
院
は
公
立
病
院
で
す
か
ら

国
が
耳
を
傾
け
、
看
護
師
よ
り
薬
剤
師
の
給
与
が
高
く
な
る
よ
う
な

制
度
改
革
を
し
て
く
れ
な
い
と
勝
手
に
薬
剤
師
の
給
与
を
上
げ
る
の

は
不
可
能
。
薬
剤
師
の
地
位
向
上
の
た
め
に
誰
か
が
抗
議
を
し
な
け

れ
ば
─
─
。
『
週
刊
社
会
保
障
』
の
『
ひ
ろ
ば
』
欄
で
も
、
同
様
の

内
容
の
原
稿
を
書
い
て
載
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

　

医
療
関
係
者
で
あ
れ
ば
、
彼
の
抗
議
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
リ
ス
ク
を

MY
OPINION

薬
剤
師
関
連
の
学
会
に
行
き

シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
と
し
て
発
言
す
る
と
き
に
、

決
ま
っ
て
言
う
の
が「
薬
の
鉄
人
を
め
ざ
せ
」。

赤穂市民病院から眺めた海
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含
ん
だ
も
の
か
を
即
座
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
看
護
師
を
敵
に
ま

わ
す
よ
う
な
発
言
は
、
看
護
師
の
絶
対
数
の
多
さ
ゆ
え
に
、
タ
ブ
ー

だ
と
考
え
る
医
療
関
係
者
は
多
く
、
で
き
る
だ
け
避
け
て
通
ろ
う
と

す
る
。

　

し
か
し
、
邉
見
氏
の
発
言
は
よ
ど
ま
ず
つ
づ
い
た
。

◆　

◆　

◆

　

邉
見
氏
が
、
薬
剤
師
の
集
ま
り
や
講
演
会
に
呼
ば
れ
た
り
、
薬
剤

師
関
連
の
学
会
に
行
き
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
と
し
て
発
言
す
る
と
き
に
、

決
ま
っ
て
言
う
の
が
「
薬
の
鉄
人
を
め
ざ
せ
」。

「『
料
理
の
鉄
人
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
料
理
番
組
が
以
前
、
一
大
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
料
理
を
つ

く
る
シ
ェ
フ
の
真
剣
な
姿
に
、
多
く
の
国
民
は
目
を
釘
づ
け
に
さ
れ

ま
し
た
。
皆
『
料
理
っ
て
す
ご
い
な
』
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
も

『
こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
外
科
医
よ
り
も
す
ご
い
ぞ
』
と
思
い
ま

し
た
（
笑
）。

　

や
は
り
大
事
な
の
は
『
見
え
る
化
』。
薬
局
や
倉
庫
で
ど
れ
だ
け

働
い
て
も
患
者
さ
ん
に
は
わ
か
ら
な
い
。
薬
剤
師
は
薬
鉢
も
メ
ス
シ

リ
ン
ダ
ー
も
、
ぜ
ん
ぶ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
出
し
て
き
て
、
調
剤
を
見
せ

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
『
料
理
の
鉄
人
』
な
ら
ぬ
『
薬
の

鉄
人
』
で
あ
る
点
を
示
す
の
で
す
。

　

看
護
師
は
患
者
さ
ん
の
そ
ば
に
い
て
働
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。

廊
下
を
小
走
り
に
急
い
で
い
る
の
を
見
る
と
、
『
あ
あ
、
忙
し
い
の

だ
な
。
や
っ
ぱ
り
看
護
師
さ
ん
は
た
い
へ
ん
だ
』
と
思
う
が
、
働
い

て
い
る
姿
が
見
え
な
い
薬
剤
師
に
対
し
て
は
、
誰
も
『
た
い
へ
ん
だ

な
』
と
は
思
わ
な
い
。
薬
剤
師
が
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
行
き
患
者
さ
ん

に
薬
効
を
確
認
す
る
よ
う
な
病
棟
業
務
、
あ
る
い
は
外
来
で
の
立
ち

会
い
は
、
『
見
え
る
化
』
の
側
面
か
ら
見
て
き
わ
め
て
意
義
深
い
で

し
ょ
う
」

◆　

◆　

◆

　

と
こ
ろ
で
、
赤
穂
市
民
病
院
の
あ
る
兵
庫
県
に
は
、
１
９
９
８
年

か
ら
中
学
2
年
生
の
生
徒
た
ち
が
１
週
間
、
教
室
を
離
れ
、
自
分
が

将
来
働
き
た
い
職
場
な
ど
に
行
き
、
実
習
す
る
「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ

ィ
ー
ク
」
と
称
す
る
学
習
期
間
が
あ
る
。
な
ん
と
同
制
度
の
設
置
に

は
、
邉
見
氏
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
私
は
三
現
主
義
。
現
場
に
出
て
、
現
物
を
見
て
、
現
実
的
に
考
え

る
。
教
育
に
も
三
現
主
義
が
重
要
だ
と
考
え
、
導
入
当
時
の
貝
原
俊

民
知
事
に
、
子
ど
も
た
ち
に
働
く
現
場
を
見
る
、
社
会
を
見
る
教
育

を
し
て
ほ
し
い
と
進
言
し
て
い
ま
し
た
。

　
『
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
』
で
医
療
現
場
を
見
学
に
来
た
子
ど

も
た
ち
は
、
最
初
は
、
医
師
や
看
護
師
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る

子
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
1
週
間
も
後
半
に
な
る
と
、
薬
剤
師
に
な

り
た
い
と
い
う
子
が
出
て
く
る
。
日
ご
ろ
は
薬
剤
師
が
見
え
て
お
ら

ず
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
医
療
現
場
の
中
に
入
っ
て
み
た
ら
、
す

ば
ら
し
い
仕
事
だ
と
魅
力
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

薬
剤
師
の
仕
事
は
す
ば
ら
し
い
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
に
は
自
信
を
持

っ
て
自
ら
の
仕
事
を
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

「
ど
う
せ
同
じ
薬
を
も
ら
う
の
だ
か
ら
、

ど
の
薬
剤
師
か
ら
も
ら
っ
て
も
同
じ
」と
の

患
者
の
考
え
を
払
拭
し
て
ほ
し
い
。
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◆　

◆　

◆

　

全
国
の
保
険
薬
局
の
様
子
を
見
て
、
医
薬
分
業
は
失
敗
だ
っ
た
と

の
説
も
多
々
あ
る
。

　

当
初
、
医
薬
分
業
に
よ
っ
て
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
は
、
従
来
、

病
院
薬
剤
師
が
務
め
て
い
た
業
務
の
継
承
が
求
め
ら
れ
た
が
、
多
く

の
保
険
薬
局
は
医
師
の
処
方
せ
ん
ど
お
り
正
確
に
薬
剤
を
渡
す
こ
と

ば
か
り
に
注
力
し
、
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
医
師
の
処

方
に
対
す
る
疑
問
出
し
は
、
よ
ほ
ど
な
事
態
で
な
け
れ
ば
行
わ
れ
ず

じ
ま
い
。

　

医
薬
分
業
で
、
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
は
国
民
に
対
し
て
利
益
を
与

え
て
い
る
の
か
─
─
な
か
な
か
イ
エ
ス
と
は
言
い
づ
ら
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。

「
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
院
内
処
方
に
戻
せ
と
い
う
の
は
暴
論
。
時
代

を
逆
走
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

病
院
薬
剤
師
が
病
棟
業
務
や
チ
ー
ム
医
療
で
貢
献
し
、
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
に
は
、
院
外
処
方
が
大
前
提
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
院
外
処
方
を
推
進
す
る
方
向
に
は
逆
風
よ
り
追
い
風
の
ほ
う

が
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
は
、
患
者
さ
ん
の
話
を
も
う
少
し
聞
い
て

あ
げ
、
病
院
薬
剤
師
が
忙
し
く
て
で
き
な
か
っ
た
薬
の
副
作
用
や
効

き
目
、
飲
み
方
な
ど
の
き
め
細
か
い
説
明
を
す
る
よ
う
、
心
が
け
て

ほ
し
い
で
す
ね
。

　

せ
っ
か
く
院
外
処
方
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
か
か
り
つ
け
薬
局

の
機
能
を
果
た
そ
う
と
の
意
欲
も
、
も
う
少
し
持
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
薬
の
こ
と
は
あ
の
薬
局
、
あ
の
薬
剤
師
の
先
生
と

言
う
ふ
う
に
ね
。

　

そ
れ
に
は
『
薬
の
こ
と
は
私
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
』
と
患
者
さ
ん

に
言
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
『
ど
う
せ
同
じ
薬
な
の
だ
か
ら
、

ど
の
薬
剤
師
か
ら
も
ら
っ
て
も
同
じ
』
と
の
患
者
さ
ん
の
考
え
を
払

拭
す
る
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
『
薬
の
鉄
人
』
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」

　

赤
穂
市
民
病
院
の
病
院
長
を
長
年
に
わ
た
っ
て
務
め
、
今
は
全
国

自
治
体
病
院
協
議
会
会
長
の
地
位
に
あ
る
人
物
が
薬
剤
師
に
こ
れ
ほ

ど
熱
い
応
援
歌
を
贈
り
、
薬
剤
師
の
地
位
向
上
に
尽
力
す
る
事
実
に

は
驚
か
さ
れ
る
。
ま
さ
に
邉
見
氏
は
、
薬
剤
師
の
味
方
だ
。

　

彼
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
医
師
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に

薬
を
調
剤
し
つ
づ
け
る
な
ら
、
薬
剤
師
は
永
遠
に
薬
剤
倉
庫
の
番
人

で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

MY
OPINION

PROFILE
（へんみ・きみお） 

1968年 京都大学医学部卒業 
 京都大学医学部附属病院研修医 
1970年 大和高田市立病院外科医員 
1972年 京都大学医学部附属病院第二外科医員 
1974年 京都逓信病院外科医員（京都大学医学部研究生）
1978年 赤穂市民病院外科医長
1987年 赤穂市民病院病院長
2009年 赤穂市民病院名誉院長

中央社会保険医療協議会委員（2005〜2011年）
全国自治体病院協議会会長
全国公私病院連盟副会長
京都大学医学部臨床教授
京都大学医学部附属病院運営顧問会議委員
京都府公立大学法人経営審議会外部委員
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　邉見公雄氏が名誉院長を務める
赤穂市民病院のある播州赤穂。遠
く離れた東京にも、赤穂との縁を
示す旧跡が今でも数多く残ってい
る。ご存じ『忠臣蔵』にまつわる
場所だ。

●
　1701年、赤穂藩主・浅野内匠頭
は、江戸城内松の廊下で吉良上野
介に対し刃傷沙汰に及ぶ。おとが
めなしだった吉良に対し、浅野は
即日切腹。
　不公平な裁きに憤る家老・大石
内蔵助をはじめとする“赤穂四十
七士”は、吉良邸への討ち入りを
果たす──。このよく知られた物
語の終着地とも言えるのが泉岳寺
である。

●
　泉岳寺は、徳川家康により1612
年に創建された。当時、青松寺、
総泉寺とともに関東における曹洞
宗の宗政を司った江戸三箇寺のひ
とつに数えられる名刹だったが、
1641年に焼失。その後、現在の場
所に移転、再建された。その事業
に参加した大名のひとつが、浅野
家であった。
　以来、江戸での浅野家の菩提寺
となり、切腹した浅野内匠頭もこ
こに眠る。

●
　主君の死から約９ヵ月後、本所
（現在の墨田区）の吉良邸に押し

入り、仇を打った赤穂浪士たちは
雪の降る中、吉良の首をたずさえ
て屋敷を出る。途中、戦果を報告
するためだろうか、浅野内匠頭出
生の地である赤穂藩上屋敷（現在
の中央区）などを通り行き着いた
のが、本所から12kmほど離れた
主君の墓のある泉岳寺だった。
　この討ち入りを義挙として称賛
する声が学者にも幕府内にもあり
幕閣も対応に苦慮したようだが、
最終的に赤穂浪士たちは切腹を命
じられる。そして、亡骸は主君と
同じ泉岳寺に葬られた。

●
　取材で泉岳寺を訪れたのは、気
温が30度を超えた、ある暑い日の

午後。しかし、最寄りの地下鉄の
駅を出て目の前の坂をのぼってす
ぐにある寺の前まで来ると、日差
しは強いものの、海側から涼しい
風が吹き込んで心地良い。

●
　現在では埋立地が広がり、さら
にそこには高層ビルが林立してい
るため寺から海を臨むことはでき
ない。しかし、江戸時代には寺の
ある高台のすぐそばまで海が迫っ
ていたそうだ。泉岳寺再建時に浅
野家がこの寺を菩提寺に選んだの
は、その眺めが赤穂の美しい海を
思い起こさせたからだろうか。

●
　戦災によりほとんどの建物は焼
け落ちてしまったが、幸い立派な
山門は無事で、江戸時代と変わら
ず訪れる者を出迎えてくれる。
　浅野内匠頭と赤穂浪士たちの墓
は、寺の敷地内でも一段高い、見
晴らしの良いところに建てられて
いた。平日にもかかわらず、多く
の参拝者の姿があり、どの墓前に
も線香がたかれつづけて絶えるこ
とがなかった。

FOYER（ホワイエ）は、

ほっと一息つく休憩の場──。

ここでは、

『MY OPINION』に縁のある

素敵な場所をご紹介します。

泉岳寺
（東京・港区）

DATA
泉岳寺
所在地：〒108-0074
　　　　東京都港区高輪2-11-1

天保年間に建てられた山門

山門の前に立つ
大石内蔵助の銅像
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ファルメディコ株式会社代表取締役社長／外科医

狭間 研至

聞き手／『ターンアップ』編集長：武田 宏

編集長対談

狭間研至氏は大阪大学医学部卒業後、外科医として研鑽を重ねながら、

2004年に家業を継ぐかたちで、薬剤師の在宅訪問を特色にした

「ハザマ薬局」を運営するファルメディコ株式会社の代表取締役社長に就任。

保険薬局を経営する現役外科医というユニークな肩書きに注目が集まる中、著作活動にも精力的に取り組み、

「医薬協業」というキーワードを提示しつつ、

薬剤師が職域を広げること、地域に密着した薬局の特性を生かしたシステム企画など

今までにない画期的な提言を展開している。

ヴォイス ─────────── o i ce
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６
年
制
を
修
了
し
た

１
期
生
た
ち
は

今
ま
で
と
明
ら
か
に
違
う

│
│
２
０
１
２
年
４
月
、
い
よ
い
よ
薬
学
部
６
年
制

課
程
修
了
の
１
期
生
が
医
療
の
現
場
に
デ
ビ
ュ
ー
し

ま
し
た
。
貴
薬
局
に
も
新
卒
薬
剤
師
が
入
社
し
て
き

た
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
が
、
印
象
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

狭
間　

実
は
、
４
月
以
降
、
薬
学
生
を
対
象
と
し
た

講
演
会
な
ど
で
訪
れ
た
大
学
で
は
、
先
生
方
か
ら
何

度
も
同
様
の
質
問
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

手
探
り
で
必
死
に
教
育
に
取
り
組
ん
で
き
た
方
々

が
待
ち
に
待
っ
た
１
期
生
で
す
か
ら
、
気
を
も
む
の

は
当
然
と
思
い
ま
す
。

　

感
想
は
、
「
最
高
」
で
す
。
当
薬
局
に
は
今
春
７

名
が
新
卒
入
社
し
ま
し
た
が
、
私
の
問
い
か
け
に
対

す
る
フ
ァ
ー
ス
ト
ア
ク
シ
ョ
ン
が
明
ら
か
に
こ
れ
ま

で
と
違
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
４
年
制
薬
剤

師
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
で
す
が
、
６
年
制
薬
剤
師
は

一
言
で
言
う
と
、
「
し
っ
か
り
叩
き
込
ま
れ
て
き
た

な
」。
そ
ん
な
印
象
で
す
。

　
│
│
私
も
同
様
の
感
想
を
抱
い
て
い
ま
す
。
先
日
、

当
薬
局
で
新
入
社
員
を
対
象
に
O
T
C
ト
リ
ア
ー
ジ

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
し
た
際
、
「
胸
や
け
」
と

症
状
を
示
し
た
だ
け
で
、
「
逆
流
性
食
道
炎
」
と
の

病
名
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
上
が
り
、
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。

　

４
年
制
は
薬
の
知
識
か
ら
学
習
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
で
し
た
が
、
６
年
制
薬
学
生
は
疾
病
か
ら
学
ん
で

い
る
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
は
、
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
医
師
と
議
論
の
で
き
る
薬
剤
師
を
育
て
て
い
る

の
だ
と
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
今
ま
で
と
は
、
ま

っ
た
く
違
い
ま
す
ね
。

狭
間　

同
感
で
す
。
６
年
制
１
期
生
も
そ
う
で
す
が

今
年
の
５
回
生
に
接
し
て
も
、
な
ん
と
な
く
違
う
。

表
現
が
適
切
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
雰
囲
気
が
医
学

生
と
似
て
い
る
の
で
す
。

　

高
校
を
卒
業
し
て
５
年
目
、
同
級
生
は
皆
大
学
を

卒
業
し
社
会
へ
出
て
、
バ
リ
バ
リ
と
働
き
始
め
る
の

を
尻
目
に
焦
り
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
が
、
自
分
は
あ
と
２
年
を
か
け
て
、
高
い
専

門
性
を
身
に
つ
け
て
い
く
ん
だ
─
─
そ
ん
な
覚
悟
と

い
う
か
、
気
構
え
か
ら
発
す
る
雰
囲
気
が
、
医
学
生

と
同
じ
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

社
会
に
出
て
き
た

新
人
薬
剤
師
の
意
欲
を

ま
っ
す
ぐ
育
成
す
る

│
│
４
年
制
時
代
は
、
保
険
薬
局
が
ど
ん
な
職
場
か

は
実
際
に
働
く
ま
で
見
え
な
い
も
の
で
し
た
。
一
方

６
年
制
で
は
、
２
ヵ
月
半
の
実
習
を
通
じ
て
お
お
よ

そ
の
理
解
を
得
ら
れ
る
。
そ
の
効
用
で
し
ょ
う
、
保

険
薬
局
の
役
割
を
十
分
に
把
握
し
た
う
え
で
就
職
を

決
め
た
新
人
薬
剤
師
た
ち
は
、
か
な
り
明
確
な
ビ
ジ

ョ
ン
を
た
ず
さ
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

狭
間　

ほ
か
に
も
最
近
、
６
年
制
教
育
の
威
力
を
感

じ
た
出
来
事
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
あ
る
講
義
の
最
後

に
試
験
を
し
た
際
、
「
な
ん
で
も
好
き
な
こ
と
を
書

い
て
い
い
」
欄
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
ひ
と
り
の
女
子

学
生
か
ら
興
味
深
い
文
章
が
提
出
さ
れ
た
の
で
す
。

　

私
が
薬
学
部
に
進
ん
だ
の
は
、
薬
剤
師
の
母

が
す
す
め
て
く
れ
た
か
ら
で
す
。
理
由
は
薬
剤

師
は
ラ
ク
だ
か
ら
、
と
母
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

就
職
も
た
や
す
く
、
給
料
も
高
い
、
し
か
も
責

任
は
な
い
と
言
わ
れ
、
そ
う
か
な
と
思
っ
て
高

校
３
年
の
と
き
進
路
に
選
び
ま
し
た
。

　

し
か
し
今
、
私
た
ち
は
も
の
す
ご
く
勉
強
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
勉
強
し
て
責
任
が
な
い

と
い
う
の
は
正
直
言
っ
て
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
に
無
用
な
苦
労
を
さ
せ
た
く
な
い
と
考
え

る
親
心
か
ら
の
発
言
で
し
ょ
う
が
、
彼
女
は
母
の
言

葉
か
ら
勉
強
へ
の
意
欲
を
失
い
悩
ん
で
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
薬
剤
師
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
変
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
状
況
を
説
い
て
聞
か
せ
る
と
「
た

と
え
ば
、
こ
れ
か
ら
は
職
場
で
医
師
と
の
連
携
の
中

で
自
分
の
専
門
性
が
発
揮
で
き
る
場
面
が
あ
る
の
な

ら
今
の
勉
強
に
は
意
味
が
あ
り
、
自
分
も
が
ん
ば
っ

て
い
き
た
い
」
と
希
望
を
見
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

薬
学
生
た
ち
は
、
６
年
制
教
育
の
授
業
内
容
を
ま

っ
す
ぐ
に
受
け
止
め
、
地
域
医
療
で
の
活
躍
や
、
職

能
の
広
が
り
な
ど
に
期
待
し
て
懸
命
に
勉
強
し
て
い

ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
素
直
な
志
を
可
能
な

限
り
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
、
生
か
さ
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
決
し
て
芽
を
摘
む
よ
う
な
こ
と
は
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。

10
年
後
、
15
年
後
に
は

今
と
ま
っ
た
く
違
う
医
療
の

あ
り
方
に
な
っ
て
い
る

│
│
薬
学
部
６
年
制
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
、
も
っ

と
も
反
映
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。

狭
間　

６
年
制
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
や
は
り
医
師
と

の
関
係
性
に
も
っ
と
も
表
れ
る
と
思
い
ま
す
。
薬
学

生
と
医
学
生
の
雰
囲
気
が
似
て
き
て
い
る
の
も
偶
然

ヴォイス ────────── o i ce
編集長対談
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で
は
な
く
、
今
ま
で
の
よ
う
に
「
処
方
す
る
医
師
、

調
剤
す
る
薬
剤
師
」
と
い
う
関
係
と
は
質
を
異
に
す

る
連
携
が
可
能
に
な
る
前
触
れ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
る
変
化
は
、
医
師
か
ら
薬
剤
師
へ
の
権
限

委
譲
と
は
違
う
も
の
。
イ
ー
ブ
ン
の
立
場
で
と
も
に

考
え
、
役
割
分
担
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

現
在
は
ま
だ
新
制
度
導
入
か
ら
日
も
浅
く
、
違
和

感
の
ほ
う
が
大
き
い
で
し
ょ
う
が
、
10
年
後
、
15
年

後
に
は
薬
剤
師
の
仕
事
は
今
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て

お
り
、
新
し
い
医
療
の
あ
り
方
が
形
成
さ
れ
て
い
る

は
ず
で
す
。

│
│
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
に
な
る
と
お
考

え
で
す
か
。

　
狭
間　

時
折
、
厚
生
労
働
省
の
考
え
が
垣
間
見
え
る

情
報
に
接
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
私

が
実
感
値
と
し
て
確
信
し
て
い
る
の
は
、
１
例
を
挙

げ
れ
ば
共
同
薬
物
治
療
管
理
（
Ｃ
Ｄ
Ｔ
Ｍ
）。
医
師

と
薬
剤
師
が
と
も
に
薬
物
治
療
を
管
理
し
て
い
こ
う

と
い
う
概
念
と
そ
の
構
築
は
、
行
政
の
描
く
近
未
来

の
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
同
様
に
共
同
疾
病
管
理
と
い
う
概
念
も
、

行
政
担
当
者
の
意
識
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
方
向
性
を
持
っ
た
変
化
が
、
今
後
着
々
と

進
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。

│
│
１
９
７
４
年
の
医
薬
分
業
元
年
以
前
と
現
在
を

く
ら
べ
て
も
医
療
の
か
た
ち
は
か
な
り
違
い
ま
す
。

強
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
れ
ば
、
医
療
は
大
き
く
変
わ

る
と
の
証
左
で
し
ょ
う
。

狭
間　

あ
る
ベ
テ
ラ
ン
薬
剤
師
に
う
か
が
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
が
、
当
時
は
薬
歴
の
概
念
さ
え
な
く
、

薬
歴
管
理
の
ツ
ー
ル
は
薬
剤
師
が
自
主
的
に
つ
く
っ

て
い
た
そ
う
で
す
ね
。

　

国
が
医
薬
分
業
制
度
に
意
味
を
見
出
し
、
先
達
の

勇
気
と
原
動
力
が
、
現
在
の
薬
剤
師
界
の
か
た
ち
を

築
き
上
げ
ま
し
た
。
私
は
、
今
回
の
制
度
改
革
を
契

機
に
も
う
一
度
、
同
様
な
波
が
起
こ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

医
薬
分
業
の
原
点
は

薬
害
回
避
の
視
点
か
ら

生
ま
れ
た
に
相
違
な
い
!?

│
│
医
薬
分
業
元
年
と
言
え
ば

医
師
の
処
方
せ
ん
料
が
10
点
か

ら
50
点
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
年

で
も
あ
り
ま
す
。

狭
間　

は
い
。
１
９
７
４
年
当

時
、
タ
ク
シ
ー
の
初
乗
り
運
賃

が
２
２
０
〜
２
８
０
円
ほ
ど
で

あ
っ
た
事
実
と
く
ら
べ
れ
ば
、

医
師
に
与
え
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
は
圧
倒
的
だ
っ
た
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
日
本
の
保
健

行
政
が
い
た
っ
て
順
調
だ
っ
た

社
会
背
景
を
加
味
し
て
も
、
特

筆
す
べ
き
扱
い
で
す
。

　

な
ぜ
だ
ろ
う
と
年
表
を
紐
解

い
て
み
る
と
、
１
９
６
０
年
代

こ
ろ
に
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件

や
ス
モ
ン
薬
害
事
件
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

　

医
薬
分
業
の
本
当
の
背
景
は

実
は
、
薬
害
回
避
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
理
す
る
と
、
深

い
納
得
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

│
│
そ
う
で
す
ね
。
あ
れ
ら
の
薬
害
事
件
は
薬
剤
師

が
介
入
し
て
い
れ
ば
、
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
悲
劇

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

狭
間　

薬
害
事
件
が
発
生
し
た
時
代
は
、
大
阪
万
博

が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
サ
イ
エ
ン
ス
万
能
を
謳
歌
す

る
時
世
で
し
た
が
、
反
面
、
科
学
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

面
も
く
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

薬
剤
師
が
処
方
の
鑑
査
を
し
て
い
れ
ば
…
…
と
い

う
事
件
へ
の
反
省
や
慚
愧
の
念
が
、
薬
害
回
避
と
医

PROFILE
（はざま・けんじ）
1995年大阪大学医学部卒業後、同附属病院研修医（第１外科）。1996年大阪府立病院（現大阪府立急性期・
総合医療センター）消化器一般外科医員、1998年宝塚市立病院消化器外科医員、2004年大阪大学大学院医学
系研究科（博士課程）臓器制御外科学修了。同年より現職。2008年薬剤師あゆみの会理事長、2009年在宅療
養支援薬局研究会（現日本在宅薬学会）理事長
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薬
品
の
適
正
使
用
を
推
奨
す
る
医
薬
分
業
を
生
ん
だ

よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

│
│
そ
し
て
時
代
が
変
わ
り
、
現
在
は
、
処
方
の
責

任
を
薬
剤
師
も
と
る
方
向
の
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
り

ま
す
。

狭
間　

流
れ
の
変
化
を
実
感
し
た
事
柄
に
、
東
京
・

虎
の
門
病
院
の
薬
剤
過
剰
投
与
に
よ
る
裁
判
が
記
憶

に
新
し
い
で
す
ね
。
東
京
地
裁
は
病
院
や
医
師
の
ほ

か
薬
剤
師
３
人
に
も
、
「
医
師
の
処
方
ミ
ス
を
見
つ

け
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
賠
償
を
命
じ
る
判
決
を

出
し
ま
し
た
。

　

薬
剤
師
の
責
任
を
認
め
る
判
決
は
異
例
な
た
め
、

か
な
り
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
薬
剤
師
の
役
割
と

責
任
を
明
確
に
し
た
判
例
で
し
ょ
う
。

６
年
制
同
士
だ
か
ら
こ
そ

医
師
と
薬
剤
師
が

イ
ー
ブ
ン
な
関
係
に
な
れ
る

│
│
と
こ
ろ
で
、
将
来
の
医
療
の
あ
り
方
を
考
察
す

る
場
合
、
団
塊
世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
に
入
る

13
年
後
の
２
０
２
５
年
が
、
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
り

ま
す
。

狭
間　

は
い
。
厚
生
労
働
省
は
２
０
２
５
年
に
向
け

て
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る

よ
う
で
、
２
０
２
５
年
の
在
宅
死
比
率
を
40
％
と
推

定
し
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
薬
剤
を
め
ぐ
る
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い

て
は
、
２
０
２
５
年
ま
で
に
６
度
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
改
定
の
順
を
追
っ
て
、
薬
剤
師
の
め
ざ
す
べ
き

方
向
が
示
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
１
期
生
た
ち
の
年
齢
に
目
を
向
け
る
と
、

２
０
２
５
年
に
は
30
代
半
ば
に
達
し
て
い
ま
す
。
新

人
の
時
期
を
終
え
、
１
期
生
た
ち
が
中
堅
に
入
ろ
う

と
す
る
そ
の
時
期
に
、
同
じ
６
年
制
の
教
育
を
受
け

た
医
師
と
薬
剤
師
と
の
力
が
見
事
に
合
致
し
、
ド
ッ

と
増
え
る
後
期
高
齢
者
医
療
に
対
し
て
有
効
に
機
能

す
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

│
│
薬
学
部
４
年
制
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
連
携

で
し
ょ
う
か
。

狭
間　

え
え
。
今
回
の
教
育
制
度
改
革
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
協
議
の
中
か
ら
薬
学
部
６
年
制
と
の
結
論
に
行

き
着
い
た
と
推
測
し
ま
す
が
、
シ
ン
プ
ル
に
、
「
医

師
と
薬
剤
師
が
歩
み
を
と
も
に
す
る
に
は
」
と
考
え

れ
ば
、
答
え
は
初
め
か
ら
出
て
い
た
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。

　

５
年
制
で
も
７
年
制
で
も
だ
め
。
ど
ち
ら
も
同
じ

６
年
を
か
け
て
学
ぶ
か
ら
こ
そ
、
医
療
の
現
場
で
対

等
な
関
係
づ
く
り
が
可
能
な
の
で
す
。

　

今
後
、
Ｃ
Ｄ
Ｔ
Ｍ
や
共
同
疾
病
管
理
の
よ
う
に
、

医
師
と
薬
剤
師
と
で
連
携
し
て
患
者
さ
ん
の
治
療
管

理
を
行
う
に
は
、
“
医
”
と
“
薬
”
は
イ
ー
ブ
ン
な

立
場
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
将
来
を
見
据
え
た

今
の
時
期
に
、
非
常
に
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
薬
学
部

６
年
制
が
成
立
し
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
が

大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
つ
く
る

き
っ
か
け
に
な
る

│
│
６
年
制
の
実
施
、
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
と
い
っ

た
流
れ
の
延
長
線
上
で
、
「
次
世
代
の
薬
剤
師
像
の

確
立
」
を
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
で
す
が
、
実
際
に

は
、
現
場
に
い
る
薬
剤
師
は
ど
う
振
る
舞
え
ば
良
い

か
わ
か
ら
ず
、
医
師
も
薬
剤
師
の
扱
い
に
悩
ん
で
い

る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

狭
間　

私
と
い
っ
し
ょ
に
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
ま
わ
っ
て

い
る
薬
剤
師
は
、
常
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
記
録
し
、

患
者
さ
ん
の
か
か
り
つ
け
医
に
提
示
を
し
ま
す
。
先

日
、
医
師
の
ひ
と
り
か
ら
、
う
れ
し
い
言
葉
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
「
医
師
は
症
状
が
出
る
と
病
気
の
進
行
を
思
い
、

症
状
に
対
す
る
薬
剤
に
考
え
を
め
ぐ
ら
す
が
、
薬
剤

師
は
症
状
が
出
た
と
き
に
ま
ず
薬
の
副
作
用
を
考
え

る
。
自
分
が
処
方
を
決
め
る
前
に
、
い
ろ
い
ろ
な
オ

プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
診
療
の
幅
が
広
が
り
本
当
に
助

か
る
。
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

口
に
出
さ
な
く
と
も
、
本
音
で
は
薬
剤
師
を
頼
り

に
思
っ
て
い
る
医
師
は
少
な
く
な
く
、
も
う
、
パ
ラ

ダ
イ
ム
シ
フ
ト
の
到
来
に
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
要
し

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
で
す
か
…
…
。
薬
剤
師
は

真
面
目
な
気
質
の
人
が
多
く
、
そ
の
分
、
一
部
が
動

き
始
め
る
と
一
気
呵
成
の
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と

な
る
は
ず
で
す
が
。
何
を
き
っ
か
け
に
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
が
起
こ
る
の
か
が
、
楽
し
み
で
す
ね
。

狭
間　

き
っ
か
け
は
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
と
い
う
手

技
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

バ
イ
タ
ル
を
と
る
だ
け
で
満
足
し
て
は
ダ
メ
で
す

が
、
ま
ず
は
、
「
患
者
さ
ん
に
触
っ
て
み
よ
う
」、

「
脈
を
と
っ
て
み
よ
う
」
と
の
感
覚
は
重
要
で
す
。

　

た
と
え
ば
脈
が
疑
義
と
関
係
あ
る
と
納
得
す
る
瞬

間
が
必
ず
あ
り
、
「
あ
っ
！
」
と
腑
に
落
ち
る
こ
と

が
あ
る
。

　

次
世
代
の
薬
剤
師
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
、
「
在
宅
訪
問
」、
「
血
圧
測
定
」
な
ど
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
在
宅
に
行
か
な
く
て

ヴォイス ────────── o i ce
編集長対談
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も
、
血
圧
を
測
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
大
切
な

の
は
、
患
者
さ
ん
の
状
態
を
把
握
し
、
ア
セ
ス
メ
ン

ト
で
き
る
か
否
か
。
患
者
さ
ん
の
身
体
に
触
れ
て
、

状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
へ
の
興
味
は
、
そ
の
一

歩
と
な
る
は
ず
で
す
。

│
│
薬
剤
師
が
フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
担
え

ば
、
医
療
が
大
き
く
変
わ
る
。

狭
間　

だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト

と
フ
ィ
ジ
カ
ル
エ
グ
ザ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
混
同
は
、

早
晩
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。

　

弁
護
士
の
三
輪
亮
寿
先
生
は
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
エ
グ

ザ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
体
温
や
血
圧
な
ど
を
測
定
す
る

検
査
方
法
で
あ
り
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
エ
グ
ザ
ミ
ネ
ー
シ

ョ
ン
で
得
ら
れ
た
身
体
所
見
に
対
し
て
、
薬
剤
が
効

果
を
発
揮
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
分
析
・
査
定
す
る

の
が
フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。

　

本
来
、
薬
剤
師
が
す
べ
き
な
の
は
フ
ィ
ジ
カ
ル
ア

セ
ス
メ
ン
ト
で
す
が
、
現
在
は
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の

講
習
会
ば
か
り
が
多
く
行
わ
れ
て
い
て
、
フ
ィ
ジ
カ

ル
エ
グ
ザ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

医
師
に
面
倒
が
ら
れ
て
も

疑
義
照
会
を

徹
底
的
に
追
い
か
け
よ
う

狭
間　

私
が
最
近
、
薬
剤
師
の
皆
さ
ん
に
提
案
し
て

い
る
の
は
、
「
疑
義
照
会
を
徹
底
的
に
追
い
か
け
よ

う
」
で
す
。

　

薬
剤
師
は
業
務
の
一
環
と
し
て
疑
義
照
会
を
し
て

い
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
、
医
師
か
ら
の
一
度
の
返

答
で
す
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
薬
の
副
作
用
が
気
に
な

る
か
ら
疑
義
照
会
を
し
て
い
る
の
に

医
師
に
「
そ
の
ま
ま
出
し
て
」
と
返

さ
れ
て
、
そ
こ
で
終
わ
る
の
は
お
か

し
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

数
日
後
に
自
分
で
患
者
さ
ん
の
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
し
、
「
先
生
、
だ
か

ら
言
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
医

師
に
伝
え
る
と
い
っ
た
強
い
姿
勢
も

必
要
で
す
。

　

患
者
さ
ん
の
経
過
観
察
に
し
て
も

看
護
師
が
医
師
に
連
絡
す
る
の
は
明

ら
か
な
症
状
の
出
現
後
で
す
が
、
薬

剤
師
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
か
ら
バ
イ

タ
ル
が
ど
う
な
る
か
を
予
測
で
き
ま

す
。
バ
イ
タ
ル
の
グ
ラ
フ
の
傾
き
を

注
視
す
る
薬
剤
師
の
眼
が
あ
る
の
が

重
要
で
、
患
者
の
安
全
に
も
Ｑ
Ｏ
Ｌ

に
も
大
き
く
寄
与
す
る
の
は
歴
然
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
プ
レ
ア
ボ
イ
ド

（
副
作
用
回
避
事
例
報
告
）
が
提
出

さ
れ
、
薬
物
療
法
は
ど
ん
ど
ん
進
歩

し
て
い
く
の
で
す
。

│
│
そ
の
お
話
は
薬
剤
師
法
第
25
条

の
情
報
提
供
の
義
務
に
も
あ
た
る
で

し
ょ
う
。
薬
剤
師
の
責
任
の
範
疇
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

狭
間　

責
任
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
勝
算
は
あ
り
ま
せ

ん
。
薬
剤
師
一
人
ひ
と
り
が
、
医
師
の
一
言
で
疑
義

照
会
を
諦
め
る
の
で
は
な
く
、
お
か
し
い
と
感
じ
た

ら
追
い
か
け
る
べ
き
時
期
が
き
て
い
ま
す
。

　

発
言
が
採
用
さ
れ
、
患
者
さ
ん
の
症
状
が
好
転
す

る
経
験
を
積
む
中
で
、
自
分
の
知
識
が
医
療
に
直
結

し
て
い
る
緊
張
感
と
、
や
り
甲
斐
が
生
ま
れ
る
。
そ

う
し
た
感
情
が
薬
剤
師
を
生
涯
研
修
に
駆
り
立
て
て

い
く
は
ず
で
、
感
情
の
源
は
患
者
さ
ん
と
真
摯
に
向

き
合
う
以
外
に
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

薬
剤
師
の
未
来
は
今
、
前
出
の
三
輪
先
生
の
言
葉

を
お
借
り
す
れ
ば
「
真
珠
の
よ
う
に
ボ
ヤ
ー
っ
と
し

た
輝
き
」
で
し
ょ
う
が
、
確
か
に
輝
い
て
い
る
。
私

に
は
、
そ
う
感
じ
ら
れ
ま
す
。
薬
剤
師
全
員
が
輝
き

を
信
じ
て
、
ま
っ
す
ぐ
歩
き
始
め
る
こ
と
を
心
か
ら

願
っ
て
い
ま
す
。

【資料】パラダイムシフトのメカニズム

　狭間氏は、次世代の薬剤師像がつくられるのに、そう時間がかからないだろうと考える根拠としてブレイクスルー（パラダイ
ムシフト）の起き方を、エベレット・M・ロジャーズの普及学を応用し、ジェフリー・A・ムーアが提唱した「キャズム（深い溝）」
のモデルを描きながら説明してくれた。新しいものごとを積極的に取り込むアーリーアダプターの動きを注視しているアーリーマ
ジョリティがアーリーアダプターの選択を取り入れる決断をすると、その間にあるキャズムを乗り越えた波がレイトマジョリティに
も一気に波及し、パラダイムシフトを完成させるという。

＊『キャズム──ハイテクをブレイクさせる「超」マーケティング理論』より作成

イ
ノ
ベ
ー
タ
ー

2.5％

ア
ー
リ
ー
ア
ダ
プ
タ
ー

13.5％

ア
ー
リ
ー
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
34％

レ
イ
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

34％

ラ
ガ
ー
ド

16％
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不支給理由の内訳

支給事例の副作用による健康被害の内訳
（器官別大分類）

3030123_ターンアップ題号_2校_倉知 By Indesign5<P17> 3030123_ターンアップ題号_2校_倉知 By Indesign5<P16>

❷過去５年間（2007〜2011年度）の支給・不支給の内訳

＊ PMDA資料より作成

　過去５年間における決定件数は4,888件でした。そのうち、支給決定件数が4,217件、不支給決定件数が663
件、取り下げ件数が８件でした。

　過去５年間に支給決定された4,217件の副作用による
延べ5,901件の健康被害のうち、主なものは、皮膚粘膜
眼症候群や過敏症症候群等の皮膚及び皮下組織障害が
1,803件（31%）、肝機能障害等の肝胆道系障害が788件
（13%）、低酸素脳症や悪性症候群等の神経系障害が753
件（13%）でした。

　過去５年間に不支給決定された663件の主
な理由は、「医薬品により発現したとは認め
られない」が45％、次いで「使用目的または
使用方法が適正とは認められない」が23％、
「入院を要する程度または障害の等級に該当
しない」が19％でした。

その他
１％

対象除外医薬品
３％

判定不能である
９％

入院を要する程度
または障害の等級に該当しない

19％

医薬品により
発現したとは
認められない
45％

皮膚及び皮下組織障害
31％

肝胆道系障害
13％

神経系障害
13％

免疫系障害
８％

血液及びリンパ系障害
６％

感染症及び
寄生虫症
５％

筋骨格系及び
結合組織障害

４％

胃腸障害
３％

その他
12％

呼吸器、胸郭及び縦隔障害
５％

使用目的または
使用方法が
適正とは
認められない
23％

皮膚及び皮下組織障害の内訳

多形紅斑 20.8%

過敏症症候群 20.5%

中毒性表皮壊死融解症 17.8%

皮膚粘膜眼症候群 17.7%

その他 23.2%

不支給
14％

支給
86％
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❶支給・不支給決定における具体的な例

【医薬品副作用被害救済制度】
　独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では、「医
薬品副作用被害救済制度」を設けています。この制度は、病院
や診療所で処方された医療用医薬品、薬局やドラッグストアな
どで購入した一般用医薬品等を適正に使用したにもかかわらず
発生した副作用で、入院治療を要する程度の疾病、日常生活が
著しく制限される程度の障害等の健康被害を受けた方の迅速な
救済を図るために、医療費、医療手当、障害年金等の副作用救
済給付を行う公的制度です。
　このたび、PMDAから2011年度の支給・不支給決定の状況
等が公表されました。薬剤師の皆さんはこの制度をご存じだと
思いますが、医師をはじめ他の医療職、一般の方にはまだまだ
認知されていないのが現状です。不適切に医薬品が使用された
場合には不支給となってしまうケースもありますので、この機
会に薬剤師の皆さんには、医薬品の適切使用の啓発を含め、制
度の周知に取り組んでいただきたいと願います。

＊ PMDA資料より作成

　2011年度の決定件数は1,103件でした。そのうち、支給決定件数が959件、不支給決定件数が143件、取り下
げ件数が１件でした。また、総支給額は約21億円でした。
　下記に支給、不支給の具体例を紹介します。

経緯 結果

咽頭炎のためアセトアミノフェンとセフカペンピボキシル塩酸塩水和物を
服用したところ、翌日昼ころより発熱・口内びらん等が出現し、４日後、
高熱がつづき、顔面腫脹、口唇・口内びらん、角膜・結膜の障害、外陰部
病変、躯幹四肢に浮腫性紅斑が認められ、入院した

医薬品の副作用として、皮膚粘膜眼症候群が認められ、医療費等が支給さ
れた

急性気管支炎のためセフトリアキソンナトリウム水和物を点滴静注され、
その約３分半後、顔色不良、嘔吐、咳、眼球結膜充血が見られ投与中止、
ステロイド投与、酸素吸入、吸引を行ったが、その後、脈拍触知困難、シ
ョック状態となり、心マッサージ、酸素吸入、気管内挿管を行い心肺蘇生
を続行するも死亡した

医薬品の副作用として、アナフィラキシー（様）ショックが認められ、遺
族年金等が支給された

経緯 結果

てんかんのためラモトリギンをバルプロ酸ナトリウム併用下で、連日25mg
で投与を開始したところ、皮膚粘膜眼症候群が発現した

添付文書の用法・用量とは異なる投与方法であることから、適正な使用と
は認められなかった

甲状腺機能亢進症のためチアマゾールを処方され約２ヵ月間内服したとこ
ろ、無顆粒球症を発症した。投与開始１ヵ月後に血液検査が実施され、白
血球数及び好中球数に異常は認められなかったが、それ以降は無顆粒球症
が認められるまで約４週間血液検査を実施していなかった

添付文書に記載されている検査が適切に実施されていなかったため、適正
な使用とは認められなかった

感冒症状を認め、家族に処方されていた医療用の総合感冒剤を服用し、肝
機能障害及び黄疸を発症した

本人以外に処方された医薬品を自己判断で使用したことから、適切な使用
とは認められなかった

■過去に支給された事例

■過去に不支給となった事例
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が３つに分かれています（【資料２】）。
たとえば２歳未満のステップ２ではコン
トローラーに吸入ステロイド薬ではなく
ロイコトリエン受容体拮抗薬（LTRA）
を服用するのが基本となります。年齢が
上がるにつれて各ステップにおける吸入
ステロイド薬の存在が増し、６歳以上と
なるとほぼ成人と同等の使用基準となり
ます。なお、服用する吸入ステロイド薬
の量そのものは、２歳以下でも中学生で
も変わりません。
　発作時に使用するリリーバーはβ2刺
激薬ですが、成人と子どもで、剤形や器
具が少し異なります。成人で一般的な吸
入薬は、小さな子どもでは使いにくく、
ネブライザー吸入や、内服、貼付剤が適
する場合があり、個人個人に合わせた処
方・指導が必要となります。
　また、ダニやカビなどのアレルゲンや
たばこの煙などの刺激物質を排除する環
境整備も大切です。肺活量を大きくする
水泳や、腹式呼吸を通じて体力づくりを
するのも有効でしょう。

年齢に対応した指導を

　前述のように小児喘息の病態や治療方
法は、成人喘息と類似しています。症状
が改善しても勝手に服薬を止めないなど
治療管理の考え方も同様です。
　しかし、小児の場合には、年齢別にわ
かりやすく、喘息の病態と服薬継続の重
要性を子ども本人と親にも十分に説明し
て、アドヒアランスを向上させなければ
ならない難しさがあります。そこで私が
実際の診療の中で行っている、年齢別の
吸入指導方法を以下に示します。薬局で
の吸入指導の参考にしてください。
　まず、２歳未満では自分が喘息だとわ
からないので親を中心にして説明をしま
す。吸入器具は、特別な手技がいらず、
乳幼児にも使いやすいネブライザーを用
います。ネブライザーにかわいいキャラ
クターの小物をつけたりと、吸入を嫌が

られない工夫を施します。
　２〜５歳になると、自分が喘息だと少
しわかるようになってきますが、吸入器
具はまだネブライザーが良いでしょう。
子ども本人に絵本を使って喘息がどんな
病気で、なぜ服薬をつづけなければなら
ないかを読んで聞かせます。
　６歳以上では「吸う」、「吐く」が理解
できるので吸入器具はスプレータイプの
定量噴霧式吸入器（MDI）を使えます。
この年齢になるとPEFの計測もできるの

で“喘息日誌”に記録をつけさせ、ご褒
美としてシールを貼るのも効果的です。
　12歳以上では粉状の薬を吸入するドラ
イパウダー吸入器（DPI）の服用が可能
ですが、「忙しくて通院できない」、「面
倒がって服薬を止めた」というような問
題がそろそろ出始めます。褒めたりおだ
てたりして、注意を引いてください。
　吸入指導は繰り返し実施し年齢に応じ
て内容を変えるのがポイントです。薬剤
師の皆さんの指導力に期待しています。

【 資料２】小児喘息の長期管理に関する薬物療法プラン

＊「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012」より抜粋
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６〜15歳

治療ステップ１ 治療ステップ２ 治療ステップ３ 治療ステップ４

基
本
治
療

発作の強度に応じた薬物
療法

吸入ステロイド薬
（低用量）

　and/or
LTRA
　and/or
DSCG

吸入ステロイド薬
（中用量）

吸入ステロイド薬
（高用量）

以下の併用も可
・LTRA
・テオフィリン徐放製剤
・長時間作用性β2 刺激薬

の 併 用、 あるい はSFC
への変更

追
加
治
療

LTRA
　and/or
DSCG

テオフィリン徐放製剤
（考慮）

LTRA
テオフィリン徐放製剤
長時間作用型β2 刺激薬の
追 加、 あるい はSFCへ の
変更

以下を考慮
・吸入ステロイド薬のさら

なる増量、あるいは高
用量SFC

・経口ステロイド薬

２〜５歳

治療ステップ１ 治療ステップ２ 治療ステップ３ 治療ステップ４

基
本
治
療

発作の強度に応じた薬物
療法

LTRA
　and/or
DSCG
　and/or
吸入ステロイド薬

（低用量）

吸入ステロイド薬
（中用量）

吸入ステロイド薬
（高用量）

以下の併用も可
・LTRA
・テオフィリン徐放製剤
・長時間作用性β2 刺激薬

の 併 用、 あるい はSFC
への変更

追
加
治
療

LTRA
　and/or
DSCG

LTRA
長時間作用性β2 刺激薬の
追 加、 あるい はSFCへ の
変更
テオフィリン徐放製剤

（考慮）

以下を考慮
・吸入ステロイド薬のさら

なる増量、あるいは高
用量SFC

・経口ステロイド薬

２歳未満

治療ステップ１ 治療ステップ２ 治療ステップ３ 治療ステップ４

基
本
治
療

発作の強度に応じた薬物
療法

LTRA
　and/or
DSCG

吸入ステロイド薬
（中用量）

吸入ステロイド薬
（高用量）

以下の併用も可
LTRA

追
加
治
療

LTRA
　and/or
DSCG吸入

吸入ステロイド薬
（低用量）

LTRA
長時間作用性β2 刺激薬

（貼付薬あるいは経口薬）

長時間作用性β2 刺激薬
（貼付薬あるいは経口薬）
テオフィリン徐放製剤

（ 考慮 ）（ 血中濃度５〜
10μg/mL）
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病態は子どもも成人も同じ

　小児喘息は、おおよそ小学生までに発
症します。喘息患者を子どもから大人ま
で並べたとき、一度、患者数が減少する
のが思春期です。思春期より年齢が下だ
と小児喘息、上だと成人喘息の入り口と
なります。
　小児喘息の３割はそのまま成人喘息に
移行します。７割は寛解しますが、その
うち約半数は成人になってからも、時と
して発作を起こすようです。
　小児喘息の病態は成人とまったく同じ
で、発作で気道炎症が起こり、適切に治
療しなければ徐々に気道過敏性やリモデ
リングが進行します。
　ただし、成人と違って小さい子どもが
喘鳴する疾患は数多くあります。また、
成人では測定器具による呼気のピークフ
ロー値（PEF）の検査が可能ですが乳幼
児には無理なので、すぐには喘息と診断
できません。
　そこで我々小児科医は、明らかな呼気
性喘鳴を３回以上繰り返すようであれば

とりあえず喘息と考え、治療をしながら
鑑別する方法をとっています。

環境整備と体力づくりを

　小児喘息の原因は大きく３つに分けら
れます。おおむね３歳までに起きる喘息
はウイルス感染や母親からの受動喫煙が

原因で、成長するにつれて改善します。
　小学生になる前までに発作を繰り返す
のが、呼吸器感染症が引き起こす非アト
ピー型喘息です。そして小学生以上で多
数派なのが、アレルギーが原因のいわゆ
るアトピー型喘息。したがって、小学生
以上ならアトピー型、小学生未満なら複
数の原因が混在している可能性がある、
と考えてください。
　治療は「小児気管支喘息治療・管理ガ
イドライン2012」にのっとって行います
（【資料１】）。現在では、子どもの喘息死
はほとんどなくなりましたが、これはガ
イドラインの存在や、ガイドラインが推
奨する薬剤が貢献しているためです。
　成人と同様にリリーバーやコントロー
ラーを用いますが、年齢別に治療の種類

第２回

小児喘息の指導のコツ

小児喘息と成人喘息の病態は同じであり、
したがって、治療法も非常によく似ています。
しかし、このことは「成人患者に指導する内容と同様の説明を、
子どもの患者に伝えなければならない」困難さを意味します。
今回は、長年、小児医療の現場で診療にあたっている医師に、
その経験から見出した小児喘息の指導のコツを紹介していただきます。

【資料１】小児喘息の治療・管理の基本的な考え方

正確な
診断

治療
評価

薬物による
抗炎症療法

環境調整

増悪因子の排除

アレルゲン除去

乳児・幼児の
喘鳴をきたす
疾患の鑑別など

重症度／コントロール状態

病態理解
アレルギー知識の

学習
治療への意欲

教育と啓発 コントロール
状態のチェック
（JPAC、C-ACT
などを用いる）

大阪赤十字病院小児科部副部長

住本 真一　

＊「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012」より作成
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TECHNOLOGY
多剤耐性菌を１細胞ごとに迅速に解析

　東京大学大学院工
学系研究科応用化学
専攻の飯野亮太講師
と野地博行教授は、
大阪大学産業科学研
究所の西野邦彦准教
授、松本佳巳客員教
授、山口明人教授と

協力し、細菌の薬剤排出活性を１細胞ごとに直接的に高感度で検
出する手法を開発しました。
　抗生物質などの薬剤が効かない多剤耐性菌が医療現場では問題
となっています。細菌が薬剤耐性を獲得する要因のひとつとして
薬剤の細胞外への積極的な排出がありますが、従来は、薬剤存在
下での細菌の増殖を検出するという手法で薬剤排出活性を評価し
てきました。しかし、この手法では検出が間接的であるため、結
果の正確性が損なわれる可能性があり、また結果が得られるまで
に時間がかかる欠点も有していました。
　一方、今回開発された手法は迅速かつ簡便であり、多数の化合
物ライブラリーから薬剤排出活性の阻害剤を発見するうえで有用
です。また、同手法は、薬剤排出活性を持つ細菌１細胞を回収し
て活性の原因となる遺伝子を解析することも可能です。これらの
利点から、多剤耐性菌による感染症の克服に貢献できると期待さ
れています。

INFORMATION
抗てんかん剤の小児適応申請をEMAが受理

　エーザイ株式会社は、英国子会社エーザイ・ヨーロッパ・リミ
テッドが提出していた抗てんかん剤「ゾネグラン（Zonegran）」
（一般名：ゾニサミド）に関する小児適応の追加申請が、欧州医
薬品庁（EMA）に受理されたと発表しました。同申請は、すでに
承認されている部分発作（二次性全般化発作を含む）の適応の対
象を、従来の成人てんかん患者から、６歳以上の小児患者まで拡
大することをめざすものです。

　同剤は、大日本製薬（現・大日本住友製薬株式会社）が創製し
た抗てんかん剤です。欧州ではエーザイが開発を行い、2005年３
月に成人部分てんかん（二次性全般化発作を含む）の併用療法と
して承認を取得しました。また、2012年６月には、新規に診断さ
れた同適応症に対する、単剤療法としての適応を取得しました。
現在、同剤はエーザイの欧州子会社が販売を行っています。

RESEARCH
血管機能調節のネットワーク機構を解明

　東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野の下川宏明教授
らの研究グループは、血管機能が複数の臓器・組織が連携してネ
ットワークとして調節されていることを解明しました。
　そもそも血管は全身の臓器に血液・酸素を運ぶために重要な働
きをしており、血管機能の障害は動脈硬化などの病気の原因にな
ることが知られています。今回の発見は、今後の動脈硬化の成因
の解明や、新たな創薬に道を拓くと期待されています。
　同研究の結果は、血管機能（特に微小血管）が、骨髄や脂肪細
胞も関与した大きなネットワーク機構により見事に調節されてお
り、血流の維持だけではなく、脂質代謝・糖代謝が維持されてい
ることを初めて示したもので、今後の研究の発展と新しい薬剤の
開発に大きく寄与すると思われます。

TOPICS

開発された細菌を１細胞ずつ隔離する
マイクロデバイス

血管内皮―骨髄―脂肪細胞のネットワークによる血管機能調節
＊東北大学発表資料より
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野上調剤薬局
さんて薬局
国立前調剤薬局
くすりの国立前薬局
たけがはな薬局
新徳田薬局
神辺調剤薬局
伊勢丘薬局
だいもん薬局
あけぼの薬局
新涯薬局
そよかぜ薬局
松永ファミール薬局
今津薬局
みのり薬局
マロン薬局
三次薬局
第2センター薬局
三次センター薬局
こうぬ薬局
吉田中央薬局
せら薬局

たかまつ薬局
観音寺薬局

目黒中央薬局
恵比寿中央薬局
大蔵調剤薬局
大蔵薬局
かさい中央薬局

鞍馬口薬局
中央薬局
東山薬局
もみじ薬局
ほんまち薬局
あい薬局
とくい薬局
ながの薬局
こくぶ薬局
はーと薬局
旭ヶ丘薬局
アゼリア薬局

医療センター前薬局
きりん薬局
くにびき薬局
まごころ薬局

ひ
と
り
で
も

多
く
の
方
の

健
康
の
支
え
と
な
る
べ
く
、

ファ
ー
マ
シィ
の

輪
は
広
が
っ
て
行
き
ま
す
。 関東エリア

関西エリア

四国エリア

中国エリア

［関東エリア］

［四国エリア］

すこやか薬局
花のさと薬局
ひかわ薬局
さかえ薬局
駅前薬局
オレンジ薬局
くらしき薬局
さにぃ薬局
西大島薬局
せと薬局
しおかぜ薬局
たかや薬局
よりしま薬局
やかげ薬局
宇品神田薬局
ふれあい薬局
尾道薬局
病院前薬局
新高山薬局
あすなろ薬局
いきいき薬局
入船調剤薬局
クレール薬局
すみよし薬局

東京都目黒区上目黒5-32-6 フローラルコート1F
東京都目黒区三田1-11-29 T-2000ビル1F
東京都世田谷区砧3-4-1
東京都世田谷区砧3-4-1
東京都江戸川区東葛西6-27-11 アンダンテビル1F

京都府京都市北区小山下総町44-7 ルセロ鞍馬口1F
京都府京都市中京区壬生東高田町44-1
京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-14
京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-16
京都府京都市東山区本町14-260
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-61
大阪府大阪市中央区徳井町1-3-14 1F
大阪府河内長野市長野町7-7 マイデンハイツ1F
大阪府柏原市旭ヶ丘3-1-68
大阪府藤井寺市岡2-9-15
奈良県香芝市旭ヶ丘2-30-12 リ・フィデルⅠ102
和歌山県和歌山市木ノ本103-3

島根県浜田市浅井町867-3
島根県出雲市国富町833-12
島根県出雲市今市町2078
島根県出雲市武志町733-4

島根県出雲市塩冶町1539-60
島根県出雲市下古志町1125-3
島根県出雲市斐川町直江4897-3
島根県大田市仁摩町仁万562-1
岡山県岡山市北区奉還町2-1-29 日笠ビル1F
岡山県岡山市北区下中野718-109
岡山県倉敷市田ノ上735-4
岡山県倉敷市玉島黒崎3911-5
岡山県笠岡市西大島新田669
岡山県笠岡市横島1944-1
岡山県笠岡市二番町2-11
岡山県井原市高屋町247-1
岡山県浅口市寄島町7543-10
岡山県小田郡矢掛町矢掛2685-1
広島県広島市南区宇品神田1-4-3 オオタビル1F
広島県尾道市栗原町8517-1
広島県尾道市西御所町6-27
広島県尾道市新高山3-1170-109
広島県尾道市新高山3-1170-247
広島県尾道市御調町市106
広島県福山市南本庄3-2-16
広島県福山市入船町2-8-12
広島県福山市御門町3-3-9
広島県福山市住吉町7-28

広島県福山市野上町3-4-32
広島県福山市沖野上町4-23-23
広島県福山市沖野上町4-23-27
広島県福山市沖野上町4-23-28
広島県福山市水呑町3590-1
広島県福山市神辺町新徳田3-542-2
広島県福山市神辺町新徳田3-546-2
広島県福山市伊勢丘6-1-25
広島県福山市大門町3-19-16
広島県福山市曙町3-20-21-1
広島県福山市新涯町1-5-40
広島県福山市南手城町2-4-19
広島県福山市松永町4-1-4 駅前ロータリーマンション1F
広島県福山市今津町2-2-10
広島県福山市今津町2-3-9
広島県府中市栗柄町2203-1
広島県三次市十日市中2-13-1
広島県三次市東酒屋町天狗松549-1
広島県三次市東酒屋町586-5
広島県三次市甲奴町本郷636-11
広島県安芸高田市吉田町吉田3782-8
広島県世羅郡世羅町本郷822-13

香川県高松市福岡町4-28-30 小竹ビル1F
香川県観音寺市植田町1008-1

［関西エリア］

［中国エリア］

ファーマシィ

（地方公共団体コード順）
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薬学部6年制の卒業生が医療の現場で活躍し
はじめた今、薬剤師の新たな社会への貢献に期
待が寄せられています。たとえば、患者さんにより
適切で安全な薬物治療を提供するため、薬剤
師のフィジカルアセスメントが必要だという視点も
そのひとつ。

わたしたちは、一般社団法人日本在宅薬学会
の講習プログラムを導入し、講習会を定期開催
しています。
在宅医療などの現場に積極的に進出し、必要と
あらばバイタルサインをとることもある薬剤師の姿
をイメージし、自己研鑽に励んでいます。

たとえば、フィジカルアセスメント──

患者さんの
期待が

聞こえていますか？

わたしたちは、薬剤師の
医療人としての使命について
考えつづけています。
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編集後記

チーム医療という方向性が示される中
薬剤師がチーム内で職能を発揮し始

めている。時を同じくして６年制薬剤師が
誕生した。厚労省は４年制と６年制を区別
しないと言っている。６年制薬剤師を次世
代とよく表現するが、本来の薬剤師の職能
を発揮するために、今こそ “薬剤師” が一
丸となってチームの中で薬剤師にしか担え
ない専門性を見出し、薬剤師の立ち位置を
確立していかなければならない。そんな状
況下で医師の立場の方に薬剤師の必要・重
要性についてうかがうことができ大変うれ
しく思う。� （H.T.）

雑誌の制作というクリエイティブなお
仕事にたずさわっていながら、私の

携帯電話は「パカッ」と開くやつです。い
わゆる「ラガード」、「いちばん最後の16
％」です（15ページ参照）。壊れるとか水
没するとか、何か「きっかけ」がないと変
われない。でもこれが仕事でしたら、自ら
変わらないといけないんですよね。�（K.K.）

最近、お薬手帳を持って、薬局を訪れ
る人が増えているように思います。

『ターンアップ』の編集をするまでお薬手
帳の重要性を認識していなかった私も、今
ではお薬手帳をいつも持ち歩いています！
この勢いですと、お薬手帳を持っているの
が当たり前の光景になる日も近いかもしれ
ません。� （ほっ）

昨年の今ころは、『ターンアップ』の
創刊準備で大忙しでした。最初は不

安もありましたが、おかげさまで読者の皆
様からたくさんの激励をいただき、うれし
い限りです。いよいよ次号は創刊１周年記
念。どうぞお楽しみに！� （フク）
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2011

［ターンアップ］
創　刊　号

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）理事長

近藤 達也
Voice─編集長対談─
東京薬科大学学長

笹津 備規

科
学
的
な
判
断
を
し
て

医
師
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
いっ
て
ほ
し
い
。

 

─
─ 

近
藤 

達
也

No.１ （2011年11月発行）

医薬品医療機器総合機構理事長

近藤 達也

No.２ （2012年１月発行）

東京大学大学院薬学系研究科教授

澤田 康文

january／february
2012

［ターンアップ］
No.2

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座教授

澤田 康文
Voice─編集長対談─
財団法人日本薬剤師研修センター理事長

豊島 聰
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澤
田 

康
文

No.３ （2012年３月発行）

弁護士・三輪亮寿法律事務所所長

三輪 亮寿

march／april
2012

［ターンアップ］
No.3

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
一般社団法人日本病院薬剤師会顧問弁護士・三輪亮寿法律事務所所長

三輪 亮寿
Voice─編集長対談─
大阪赤十字病院呼吸器科部副部長・がんサポートチーム

吉村 千恵

薬
剤
師
よ
、

顔
を
見
せ
よ
！

 

─
─ 

三
輪 

亮
寿

No.４ （2012年５月発行）

全国社会保険協会連合会理事長

伊藤 雅治

may／june
2012

［ターンアップ］
No.4

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
社団法人全国社会保険協会連合会理事長

伊藤 雅治
Voice─編集長対談─
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
医療科学専攻展開医療薬学講座病院薬学分野教授

中嶋 幹郎

で
き
る
だ
け
感
染
者
の
要
望
を
聞
き
、

間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

な
ん
と
か
叶
え
た
い
と
思
っ
た
。

 

─
─ 

伊
藤 

雅
治

『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。

http://turnup.pharmacy-net.co.jp
〒720-0825　広島県福山市沖野上町4-23-27

株式会社ファーマシィ宛

No.５ （2012年７月発行）

薬剤師認定制度認証機構代表理事

内山 充

july／august
2012

［ターンアップ］
No.5

MY OPINION─明日の薬剤師へ─
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構代表理事

内山 充
Voice─編集長対談─
大阪薬科大学臨床実践薬学研究室准教授

恩田 光子

薬
剤
師
の
仕
事
は
、

「
レ
ギ
ュラ
ト
リ
ー
サ
イ
エン
ス
」そ
の
も
の
。

 

─
─ 

内
山 

充

バックナンバー
の

ご紹介
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１９７３年、アメリカ。
すべてはここから始まりました。

国民から尊敬を集める職業──薬剤師
日本でもそうあるべきと信じ、1976年、保険薬局の先駆けとなりました。

武田 宏
代表取締役社長

製薬会社を退職し、将来展
望を固めようと海を渡ったア
メリカで、薬剤師が「市民か
ら尊敬される職業」であるこ
とを知りました。薬剤師資格
を持つ私には夢のような社
会であるアメリカへの憧れ
は、やがて「日本で、薬剤
師本来の役割を果たす」仕
組みづくりへの情熱へと変
わっていったのです。

誠実

継続感謝

Honesty

Pharmacy

ContinuationAppreciation

夢を見定めた武田宏が信念を込めて設立した
株式会社ファーマシィは、日本の医薬分業と歩み
を共にし、成長してきました。設立当初より「地域
の皆さまの健康相談窓口」を使命と掲げ、時に
は相談者に「薬の服用より運動を」とアドバイス
することも是とする薬局運営をしています。
21世紀に入り10年以上を経た現在、わたしたち

は「見える薬局・薬剤師」の実践を最大のテー
マに活動しています。
セルフメディケーション支援、OTC販売、在宅に
おける薬の管理など、薬剤師の活躍できるフィール
ドをさらに広げ、地域の多くの方 と々触れ合う機会
を大切にし、新しい薬剤師像、未来の薬局のあり
方を率先してかたちにしていこうと努力しています。


