
病
院
の
休
診
時
に
は 

薬
局
に
相
談 

お
薬
手
帳
が あ

な
た
を
守
る 

薬
局
は
一
か
所
に 

処
方
箋
な
し
で
も 

気
軽
に
相
談
を 

 

 

薬
剤
師
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
理
由 

 

・
資
格
を
取
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う

家
族
か
ら
の
薦
め
に
応
え
ま
し
た
。 

・
父
親
が
医
者
を
し
て 

い
て
子
供
の
頃
か
ら 

医
療
に
関
心
が
あ
り 

ま
し
た
。 

 

・ 

母
が
祖
父
の
介
護
で
苦
労
し
て
い
た
の

で
、
医
療
関
連
の
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
薬
局
で
患
者
さ
ん

と
接
し
、
役
に
立
て
る
の
で
あ
れ
ば
や
っ

て
み
た
い
と
考
え
ま
し
た
。 

 
・ 
実
家
が
代
々
薬
局
で
、
小
さ
い
頃
か
ら

店
に
い
た
の
で
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
薬

剤
師
に
な
り
ま
し
た
。 

 

・ 

祖
母
が
認
知
症
で
、
母
が
介
護
を
し
て

い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
薬
物
治

療
、
認
知
症
患
者
さ
ん
と
の
関
わ
り
方
な

ど
、
介
護
す
る
人
た
ち
の
力
に
な
れ
た
ら

と
考
え
、
薬
剤
師
を
目
指
し
ま
し
た
。 

 

薬
剤
師
に
な
っ
て
良
か
っ
た
こ
と 

 

・
総
合
病
院
か
ら
街
の
薬
局
に
転
職
し
、

子
供
か
ら
年
配
の
人
ま
で
接
す
る
こ
と

が
で
き
、
患
者
さ
ん
か
ら
『
と
て
も
助
か

り
ま
し
た
』
と
言
わ
れ
る
と
、
役
に
立
っ

て
い
る
と
思
え
て
う
れ
し
い
で
す
。 

 

・ 

調
剤
で
薬
を
出
し
た
後
や
、
患
者
さ
ん

の
症
状
な
ど
に
よ
っ
て
、
市
販
薬
を
紹
介

し
て
『
良
く
な
っ
た
』
と
感
謝
さ
れ
る
と

き
な
ど
で
す
。 

 

・ 

継
続
し
て
来
局
し
て
も
ら
い
、
信
頼
関

係
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
は

う
れ
し
い
で
す
。
ま
た
、
患
者
さ
ん
宅
を

訪
問
し
て
の
服
薬
指
導
も
行
っ
て
お
り
、

生
活
環
境
も
含
め
た
患
者
さ
ん
や
、
そ
の

家
族
と
接
す
る
こ
と
で
、
や
り
が
い
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

・ 

地
域
に
密
着
し
た
薬
局
と
し
て
、
あ
る

意
味
２４
時
間
薬
剤
師
と
い
っ
た
位
置
づ

け
な
の
で
、
営
業
時
間
外
で
も
電
話
で
問

い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
日
々
の
仕
事
を

通
し
て
、
天
職
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

・ 

患
者
さ
ん
の
症
状
、
病
態
が
良
く
な
っ

て
い
る
の
を
見
る
と
、
一
緒
に
頑
張
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
て
う
れ
し
い
で
す
。

ま
た
、
次
に
来
局
さ
れ
た
時
に
、
私
の
顔

を
覚
え
て
い
て
く
れ
て
頼
っ
て
相
談
し

て
く
れ
る
と
、
治
療
の
役
に
立
て
た
と
感

じ
ら
れ
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。 

 

・ 

か
か
り
つ
け
薬
剤
師
も
担
当
し
て
い
ま

す
が
、
患
者
さ
ん
の
薬
剤
の
管
理
、
服
薬

指
導
を
す
る
こ
と
は
や
り
が
い
に
つ
な

が
り
ま
す
。 

                 

日
頃
苦
労
し
て
い
る
こ
と 

 

・ 

患
者
さ
ん
に
信
頼
し
て
も
ら
え
る
ま
で

に
は
、
時
間
が
か
か
る
の
で
苦
労
し
て
い

ま
す
が
、
一
度
、
信
頼
し
て
も
ら
え
る
と

対
応
が
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。 

 

・ 

沢
山
の
種
類
の
薬
を
飲
ん
で
い
る
患
者

さ
ん
の
中
に
は
、
罪
悪
感
や
劣
等
感
の
よ

う
な
感
覚
を
持
つ
方
が
い
る
よ
う
で
す
。

無
理
に
聞
く
こ
と
も
で
き
ず
難
し
い
と

感
じ
て
い
ま
す
。 

 

・ 

患
者
さ
ん
へ
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
使
用
で
は
、
成
分
、
効
能
は
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
説
明
す
る
の
が
大
変
で
す
。 

 

・ 

認
知
症
の
あ
る
患
者
さ
ん
に
は
、
例
え

ば
お
薬
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
っ
て
渡
し
て

い
ま
す
が
、
日
付
に
対
す
る
感
覚
を
な
く

し
て
い
た
り
、
自
分
で
薬
を
取
り
出
せ
な

か
っ
た
り
、
対
応
に
苦
労
し
て
い
ま
す
。 

 

薬
局
を
利
用
す
る
人
へ
の
お
願
い 

 

・ 

薬
局
は
、
処
方
箋
を
持
っ
て
行
っ
て
薬

を
出
し
て
も
ら
う
だ
け
の
と
こ
ろ
だ
と

思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
薬
剤
師
は
患
者
さ

ん
に
合
わ
せ
た
服
薬
に
関
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
て
い
る
の
で
、
処
方
箋
な
し
で

も
日
頃
の
体
の
不
調
、
悩
み
、
或
い
は
介

護
で
の
お
む
つ
、
絆
創
膏
選
び
な
ど
の
レ

ベ
ル
ま
で
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

・ 

血
液
検
査
結
果
値
等
の
表
を
持
っ
て
き

て
い
た
だ
け
る
と
、
薬
局
で
も
患
者
さ
ん

の
状
態
が
確
認
で
き
、
病
院
と
の
ダ
ブ
ル

チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
安
心
し
て
お
薬
を
飲

ん
で
も
ら
え
ま
す
。 

 

・ 

来
局
時
に
患
者
さ
ん
か
ら
聞
い
た
症
状

に
よ
っ
て
薬
を
変
え
た
ほ
う
が
よ
い
と

判
断
し
た
時
は
、
患
者
さ
ん
に
医
師
に
相

談
す
る
よ
う
に
話
を
し
て
い
ま
す
。 

 

・ 

急
な
病
気
で
病
院
が
休
み
の
時
で
も
薬

剤
師
を
頼
っ
て
相
談
し
て
欲
し
い
で
す
。

市
販
薬
の
紹
介
や
、
薬
局
製
剤
も
対
応
で

き
ま
す
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
受
診
を
お

勧
め
し
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

・ 

国
も
政
策
と
し
て
進 

め
て
い
ま
す
が
、
複
数 

の
薬
局
を
利
用
し
て
い 

る
と
薬
剤
師
が
全
体
像 

を
把
握
し
づ
ら
い
の
で
、 

で
き
れ
ば
一
か
所
の
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」

を
決
め
て
利
用
し
て
欲
し
い
で
す
。 

 

・ 

「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
と
い
う
制
度

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
制
度
で

は
、
専
属
の
薬
剤
師
を
指
名
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
薬
以
外
の
健
康
相
談
に
も
電

話
で
24
時
間
対
応
し
て
い
ま
す
。 

 

・ 

代
理
人
の
方
だ
と
、
患
者
さ
ん
の
様
子

が
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
の
で
、
服
薬
時
に

む
せ
て
い
る
、
シ
ー
ト
か
ら
出
し
づ
ら
い

と
い
っ
た
様
子
を
教
え
て
も
ら
え
る
と
、

薬
の
剤
形
変
更
、
一
包
化
調
剤
な
ど
、
で

き
る
だ
け
患
者
さ
ん
自
身
が
飲
み
や
す

い
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

・ 

医
師
の
指
示
に
よ
り
薬
剤
師
が
患
者
さ

ん
の
自
宅
を
訪
問
し
て
、
服
薬
の
指
導
を

す
る
在
宅
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

お
薬
手
帳
に
つ
い
て 

 

・ 

半
数
以
上
の
患
者
さ 

ん
は
持
っ
て
こ
ら
れ
ま 

す
が
、
持
っ
て
こ
な
い
患
者
さ
ん
も
多
く
、

服
薬
し
て
い
る
他
の
薬
の
確
認
が
で
き

な
い
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

・ 

お
薬
手
帳
は
薬
剤
師
や
医
師
な
ど
の
第

三
者
が
見
て
初
め
て
役
に
立
つ
も
の
で

す
。
ご
自
身
が
確
認
す
る
た
め
の
も
の
と

誤
解
し
て
い
る
患
者
さ
ん
も
い
ま
す
が
、

お
薬
手
帳
で
薬
歴
を
確
認
す
る
の
は
薬

剤
師
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
役
割
で
す
。 

 

・ 

お
薬
手
帳
は
薬
を
継
続
し
て
ど
の
く
ら

い
服
用
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め

に
も
重
要
な
記
録
で
す
。
同
じ
薬
で
も
シ

ー
ル
を
受
け
取
っ
た
ら
必
ず
お
薬
手
帳

に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

・ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
お
薬
手
帳
を
管
理

で
き
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し

て
い
る
薬
局
も
あ
り
ま
す
。
利
用
し
て
み

た
い
方
は
薬
局
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 
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★「はーもにい」に対するご意見・ご感想をお寄せください 

男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。 

「東大和市観光キャラクター うまべぇ」 

感
想 

 

 

今
回
の
取
材
を
通
し
て
薬
剤
師
さ
ん

の
日
頃
の
ご
苦
労
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
患
者
が
薬
剤
師

さ
ん
に
自
分
の
体
調
、
ど
の
よ
う
な
薬

を
飲
ん
で
い
る
の
か
と
い
っ
た
話
を
し

て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
薬
剤

師
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
患
者
は
で
き
る
だ
け
一
か
所
の
薬

局
を
決
め
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
薬
剤

師
さ
ん
の
力
が
よ
り
発
揮
で
き
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
私
た
ち
患
者
に
も
大
き

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。（
編
集
委
員
・
佐
藤
有
亮
） 

 

私たちが日頃お世話になっている薬剤師さんは、東大和市内でも多くの女性が活躍しています。今回は、いわゆる「街

の薬屋さん」、主に病院等の処方箋を扱う「調剤薬局」、「チェーン店の薬局」にそれぞれお勤めの 5 名の女性薬剤師さ

んに薬剤師になったきっかけ、日頃苦労されていること、私たち患者へのお願いなどをお聞きしてきました。 

 

mailto:chiikisinko@city.higashiyamato.lg.jp


20代教師 

 ① 理数系の教科が好きだったことから、大学では物理学を専

攻していたのですが、理系の女性の少なさを感じました。 

その時、マイナスな感じやひっかかりを抱いたのが、教師

を目指したきっかけです。 

 ② 最初は高校の教師を目指していました。 

中学校の教師になって行事が多いと感じています。 

③ 理科をどうにかしたい！理科を苦手とする生徒は多く、そ

の子たちのほとんどは基礎ができていません。理科はとにか

く「単位」を理解することです。そのため、まずは基礎をし

っかりと教えることを頑張っています。 

 

 

50代教師 

① 子どもの時から自分より小さい子に好かれ面倒を見るのが好き 

でした。その姿を見ていた母から学校の先生になればと言われま 

した。 

そして幼稚園の時から、学校の先生か、幼稚園の先生になろうか

と思っていました。 

② 小さい頃に思い描いていたものよりは大変忙しいと感じました。

最初のころは、通勤途中のバスの中などで板書案を考えてメモし 

たり、家でも朝起きてから出勤するまでに、ノートにまとめたり 

していました。性格的に人前で話すのが苦手で、最初は大変だと 

感じていましたが、徐々に慣れてきました。 

③「ケセラセラ」一生懸命やれば、何とかなるさ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

～中学校の先生への質問～ 
   ① 先生になろうと思った理由・きっかけ 

② 先生に実際になってみて、現状と先生になる前に思い描いていた 

 教師像、または仕事内容にギャップがあると感じたか。 

③ 目標・モットー 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30代教師 

① 学生の頃、バスケットの練習をしていた時、足をねんざして

しまい、そこから「身体をしっかり整えないと自分のしたいこ

とはできない」と思いました。 

そして、このことを子どもたちにも教えたいと思ったことが 

きっかけです。 

② もともと学生の頃、小学校の教員になろうと思っていました。

中学校の教員になり、思い描いていたのとは、ガラっと変わ 

りましたが、生徒たちと大人びた会話ができるのが実感でき、 

楽しいと思っています。 

③ 仕事に慣れて緊張感をなくすことのないように、常に新鮮な

気持ちで子どもたちに接していきたいです。 

 

40代教師 

① 小さい頃から先生になろうと漠然と考えていました。大学の

教職課程で、中学校か高校の先生を選択しなければならなかっ

たのです。 

その時、自分の中で「中学時代は学校の中が大変で、先生方が

非常に苦労されている姿しかなかったので、自分が教師になって

中学校に戻った時には何かもう少し違う学校がつくれるのでは」

と思い、中学校の教員を目指しました。 

② 思ったより事務作業が多いという印象です。 

また、教科を教えるだけでなく、教員の「人間性」が非常に大

切だと感じました。 

③ 「居心地」の良い学校を作りたいです。手を焼く子がいます

けど、その子と「ちょっとでも話ができる」とか、「少しでも先

生とつながっている」ような学校を作りたいです。 

 

学校の先生は身近な存在ですが、謎の多い存在に 

も感じることがあります。その理由は、教員採用試 

験、長時間労働、部活の顧問のように、先生になる 

時も、なってからも大変負担の多い仕事と言えます 

が、それでも、日本国中には先生を目指す人が多く 

 

いるからです。どうして、わざわざ忙しい先生とい 

う職業を選択するのか。この疑問を解決するために、 

今回は先生になろうと思った理由、きっかけなどを、 

実際に仕事をしている東大和の中学校の女性の先生 

にインタビューをしました。 

 

～感想～ 

今回のインタビューを通じて、冒頭に述べた疑問の解決に一歩 

近づいたと思います。先生方によって先生になろうと思った理由 

は様々でしたが、共通点がありました。それはどの先生も、自身 

の「信念」を持って仕事に望んでいるということです。この信念 

が先生の原動力のひとつなのかなと解釈しました。 

 

インタビューは僅かな時間でしたが、人生経験豊富な先生方と 

の会話はとても貴重な時間でした。今回、協力してくださった皆 

さん、本当にありがとうございました。私たちが書いた記事が少 

しでも多くの人に読まれ、面白い、タメになったと思ってもらえ 

れば幸いです。（編集委員・黒崎くるみ） 

 


