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地域住民を見守る かかりつけ薬局
　新型コロナウイルス感染症の広がりで、クローズアップされることが多くなった「薬と健康」の問題。
市民がそれを最も身近に相談できる窓口でもある薬局は、今後どのような役割を期待されるのでしょうか。

17～23日の「薬と健康の週間」（主催・厚生労働省、日本薬剤師会など）に合わせ、日本薬剤師会副会長の田尻泰典さん（65）に伺いました。

田尻泰典 副会長
日本薬剤師会

―
―

日
本
で
コ
ロ
ナ
禍
が
始

ま
っ
て
２
年
半
が
過
ぎ
ま
し

た
。
薬
局
の
利
用
に
変
化
は
あ

り
ま
し
た
か
？

　

い
ろ
い
ろ
変
遷
し
ま
し
た

ね
。
初
期
の
頃
は
皆
が
外
出
を

控
え
、
慢
性
疾
患
が
あ
る
方
も

薬
局
に
立
ち
寄
り
づ
ら
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
徐
々
に

戻
っ
て
き
て
、
昨
年
の
デ
ル
タ

株
流
行
後
は
行
動
制
限
緩
和
に

向
け
た
「
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」
の
一
環
で
、
薬
局
に

も
無
料
検
査
所
が
設
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
都
市
部

の
狭
い
店
舗
は
、
ス
ペ
ー
ス
の

確
保
に
苦
労
し
た
と
思
い
ま

す
。
第
６
波
以
降
は
自
宅
療
養

者
が
増
え
、
治
療
薬
の
説
明
を

電
話
で
行
い
、
患
者
宅
に
配
送

す
る
と
い
う
業
務
の
重
み
が
増

し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
薬
局
は
「
処
方
箋

が
な
い
と
入
り
づ
ら
い
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
も
持
た
れ
て
い
ま

し
た
。
で
す
が
コ
ロ
ナ
禍
で
、

薬
剤
師
が
感
染
防
止
策
を
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
り
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し

た
り
と
、
公
衆
衛
生
の
分
野
で

役
割
を
担
う
場
面
が
多
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
分
、
市
民
と
の

距
離
は
縮
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

使
い
古
さ
れ
た
言
葉
で
す

が
、
薬
剤
師
は
「
街
の
科
学
者
」

で
、
薬
局
は
「
よ
ろ
ず
相
談
所
」

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
域
住

民
一
人
一
人
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
知
っ
た
上
で
「
ゆ
り
か

ご
か
ら
墓
場
ま
で
」
の
全
ラ
イ

フ
ス
テ
ー
ジ
に
関
わ
る
の
が

我
々
の
仕
事
で
す
。
私
が
経
営

す
る
福
岡
県
の
薬
局
で
は
、
も

と
も
と
小
児
科
の
処
方
箋
取
り

扱
い
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
親
、
子
、
孫
の
３
代
に
わ

た
っ
て
利
用
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
地
元
の
方
も
い
ま
す
。

―
―

そ
う
し
た
幅
広
い
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
「
か
か
り
つ
け

薬
局
」
の
役
割
に
加
え
、
専
門

性
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。
２
０
１
６
年
10

月
か
ら
は
「
健
康
サ
ポ
ー
ト
薬

局
」、
２
０
２
１
年
８
月
か
ら

は
「
地
域
連
携
薬
局
」
と
「
専

門
医
療
機
関
連
携
薬
局
」
の
認

定
制
度
も
始
ま
り
ま
し
た
。

　

地
域
連
携
薬
局
は
、
か
か
り

つ
け
薬
局
、
在
宅
医
療
の
機
能

に
関
し
て
一
定
の
基
準
を
満
た

す
薬
局
で
す
。
具
体
的
に
は
、

通
院
時
の
薬
物
治
療
は
も
ち
ろ

ん
、
入
退
院
の
際
の
円
滑
な
薬

物
治
療
の
引
継
ぎ
や
、
在
宅
医

療
に
お
い
て
も
、
医
療
機
関
等

と
連
携
し
て
、
患
者
さ
ん
の
薬

物
治
療
を
一
手
に
サ
ポ
ー
ト
で

き
る
体
制
や
実
績
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
額
な
新
薬
が
次
々

と
登
場
し
、
薬
局
が
地
域
で
果

た
す
べ
き
責
任
は
重
く
な
っ
て

い
ま
す
。
医
療
機
関
と
同
様
、

専
門
的
な
機
能
も
高
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
高
度
な
薬
物
治
療
を
担
う

薬
局
が
専
門
医
療
機
関
連
携

薬
局
と
し
て
認
定
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
。
今
は
対
象
疾
患
が

が
ん
だ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら

広
が
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
例

え
ば
小
児
の
特
殊
な
疾
患
は
、

ケ
ア
す
る
親
御
さ
ん
の
不
安

感
も
強
く
、
専
門
知
識
を
持
っ

た
薬
剤
師
が
い
れ
ば
心
強
い

は
ず
で
す
。

　

健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
は
、
か

か
り
つ
け
薬
局
の
機
能
に
加
え

て
、
市
販
薬
や
健
康
食
品
に
関

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
食
生

活
な
ど
の
健
康
相
談
、
地
域
の

介
護
や
健
康
づ
く
り
に
関
す
る

仕
組
み
な
ど
も
気
軽
に
相
談
で

き
る
体
制
や
人
員
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
が
定
め
る
一
定
の

基
準
を
満
た
し
た
薬
局
で
す
。

　

一
方
で
、
令
和
元
年
の
医
薬

品
医
療
機
器
法
改
正
で
薬
局
の

定
義
が
「
地
域
で
必
要
な
全
て

の
医
薬
品
の
供
給
拠
点
」
と
明

確
化
さ
れ
た
よ
う
に
、
ど
の
薬

局
も
住
民
の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト

し
、
医
療
機
関
に
つ
な
ぐ
役
割

を
持
っ
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
た
だ
、個
々
の
マ
ン
パ
ワ
ー

の
問
題
も
あ
る
の
で
、
医
師
が

専
門
領
域
の
ド
ク
タ
ー
を
紹
介

し
合
う
よ
う
に
、
薬
局
も
得
意

分
野
を
持
っ
て
連
携
を
高
め
て

い
く
こ
と
で
、
よ
り
薬
局
を
上

手
く
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
で

し
ょ
う
。

―
―

医
療
は
デ
ジ
タ
ル
化
が

急
激
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
診
断
、

薬
の
処
方
、
服
薬
指
導
は
、
コ

ロ
ナ
で
加
速
し
た
面
も
あ
り
ま

す
。
患
者
さ
ん
の
顔
色
や
に
お

い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
受
け
答
え

な
ど
、
対
面
で
な
い
と
得
に
く

い
情
報
が
あ
る
の
も
確
か
で
す

が
、
人
口
減
少
で
薬
局
の
な
い

地
域
が
増
え
て
い
る
現
状
も
踏

ま
え
、
ど
こ
に
い
て
も
必
要
な

医
薬
品
、
薬
物
療
法
が
提
供
で

き
る
よ
う
、Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信

技
術
）
活
用
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
情
報
が
つ
な
ぎ

合
わ
さ
る
こ
と
で
、
ヘ
ル
ス
ケ

ア
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
が
誕
生
し

ま
す
。
私
た
ち
は
プ
ロ
と
し
て

そ
れ
を
上
手
に
使
い
、
利
用
者

に
役
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
場
の
業
務
は
大
き
く
変

わ
る
で
し
ょ
う
。
薬
剤
師
は「
亀

の
甲
羅
（
化
学
式
）」
だ
け
分

か
っ
て
い
れ
ば
い
い
時
代
で
は

な
い
の
で
す
。

―
―

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
先
の

不
安
も
あ
っ
て
、
マ
ス
ク
や
検

査
キ
ッ
ト
、
特
定
の
解
熱
剤
な

ど
を
市
民
が
買
い
求
め
て
品
薄

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

パ
ニ
ッ
ク
に
陥
ら
な
い
よ
う
、

ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
け

ば
い
い
と
思
い
ま
す
か
？

　

第
一
に
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
の

あ
り
方
で
し
ょ
う
（
笑
い
）。「
情

報
に
素
直
に
飛
び
つ
く
」
と
い

う
国
民
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。「
あ
れ
が
な
け
れ
ば
、

こ
れ
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
い
っ

た
情
報
を
早
め
に
伝
え
る
の

も
、
専
門
家
た
る
薬
剤
師
の
責

任
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
は
流
行

が
見
通
せ
ず
、
症
状
の
出
方
も

ま
ち
ま
ち
で
す
。
不
安
を
解
消

す
る
の
に
、
遠
慮
な
く
街
角
の

薬
剤
師
を
頼
っ
て
く
だ
さ
い
。

学
校
教
育
も
大
切
で
、
養
護
教

諭
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
り
な
が
ら
、
正
し
い
知
識
を

普
及
す
る
手
伝
い
を
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　2022年４月から新しい仕組みとして、「リフィル処方
箋」が導入された。
　従来、症状が安定している患者であっても、薬を受け
取るためには、医療機関を受診して、処方箋を受け取る
必要があったが、一定期間内に処方箋を繰り返し利用し
て薬を受け取っても大丈夫と医師が判断した患者に対
しては、3回まで使用可能なリフィル処方箋が発行され、
リフィルを行った場合、直前の受診なく、薬局で薬を受
け取ることができるように改められたのが、この仕組み
だ。医師が患者の症状等に鑑み、処方箋の様式に「リ
フィル可」と記入すれば利用できる。ただし、投薬量に
制限がある向精神薬の一部や湿布は対象にならない。
　リフィル処方箋は患者の利便性を高めるだけでなく、
受診回数が減ることによる医療費抑制への期待もあ
る。財務省は、普及により医療費全体の0.1％縮小を見
込んでいる。
　日本薬剤師会の田尻副会長は「医師の判断次第だ
が、リフィルという仕組みは自然と広がっていくだろう」と
みる。その分、薬剤師は「薬を漫然と渡すのではなく、
責任をもって患者を観察し、主治医にフィードバックして
いく必要がある」と指摘する。

患者の利便性を高める
リフィル処方箋

きょうから
薬と健康の
週 間 　


