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　今、薬を何かお飲みですか？　その薬の名前はご存じですか？　作用や副作用を知り

たければ、薬の名前からSNSで調べれば、情報はあふれています。でもネットにあふれる

情報は正しい情報でしょうか？　その情報についてどれだけ理解できているでしょうか？

　薬を服用するときに知っていただきたいのは、その薬の効果があり、副作用に早く気づ

き、相互作用を未然に防ぐことが大切です。そのためには、薬の働きについて知るととも

に服用後のあなたの身体の声を医療関係者に伝えることが大切です。どうかこの冊子を

ご覧になって、あなたの身体の声を聞く一歩を踏みだしてください。
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はじめに
　薬は人類の歴史とともに歩んできました。古くは木や草花、
虫、鉱物など、自然にあるものが、どのような病気に効くのかを
試すことで発見されていきました。そのなかの多くは、いまも
薬として使われています。
　イギリスで牛

ぎゅうとう

痘（牛の天然痘ウイルス）にかかった人が、当時死者が
多く出ていた天然痘にはかからなかったことにヒントを得て天然痘ワクチンが開発された
り、細菌の培養中にたまたまアオカビが入ってしまったことにより抗生物質のペニシリン
が発見されたりしました。
　現在使用されているさまざまな薬は、化学技術の発展により多くの人を助けるすばらし
い薬になっています。
　私たちにとってとても身近な存在である薬にはどのような種類があって、どのように効
果を出すのか、適切な使い方などを『エルエル』誌を通して紐解いていきます。

薬の効き方

アレクサンダー・フレミング（ペニシリンの発見者）
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　薬にはさまざまな形がありますが、なぜ形が違うのでしょう
か。おもな理由は、薬の形を変えることで飲みやすくする、扱い
やすくする、効き目のタイミングを調節する、効き目を持続させる
ためなどです。また病気やけがなどに直接働かせることができ
るようにもなります。このように、使用目的に合わせて薬を調製
したものを薬剤といいます。

薬の形

薬の効き方

剤形 特徴・説明

錠剤 ・携行しやすく、用量もわかりやすく飲みやすい特徴があります。
・腸で溶けるようにした腸溶錠、効き目を持続させるように特殊コーティングされた徐

じょほうじょう

放錠、
水がなくても飲めるよう口のなかで溶ける口腔内崩壊錠などもあります。

カプセル剤 ・散剤、顆粒剤などをカプセル（硬カプセル）に入れた薬剤です。 
・液体を入れた軟カプセルもあります。
・大きさ、溶けやすさが異なる薬剤をひとまとめにできるほか、薬の特有な臭いや味を気に

せず飲むことができます。
・水なしで飲むと食道に貼りついたまま溶けだし、喉の粘膜を傷つけたり潰

かいよう

瘍を起こすこと
があります。必ず水と一緒に飲みましょう。 

散剤・顆粒剤
（粉薬）

・製造方法などに違いがあり、粉末状につくられたものを散剤、粒状につくられたものを顆
粒剤といいます。

・体重や年齢に合わせて使用できるほか、錠剤を飲むことが難しい子どもや、嚥
え ん げ

下機能
が低下している高齢者などに適しています。ただ顆粒の場合、入れ歯にはさまることも。

・甘みをつけた散剤または顆粒剤で、そのままでも水に溶かしてでも飲むことができ、
子どもによく利用されるドライシロップ剤などもあります。

シロップ剤 ・薬を水で溶かしたものに白糖や甘味料を加えて甘みや香りをつけた液状の薬剤です。
・用量を調整しやすいので、体重や年齢に合わせて使用することができ、苦みをおさえ甘

くすることで、子どもでも飲みやすくなります。 

【内用剤】 口から飲み込み、胃や小腸で溶けて吸収される薬剤です。

おもな薬の形と特徴
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剤形 特徴・説明

貼
ちょうふ

付剤（貼り薬） ・患部に直接貼って薬の有効成分を患部へ浸透させる局所性作用を期待して使
用するものです。捻挫などに使います。

・皮膚から血液へとゆっくり吸収されて長く効く特徴をいかし、全身性作用を期待して
使用するものもあります。狭心症や認知症、更年期障害などに使います。

軟膏・クリーム剤 ・皮膚に直接塗って使用します。塗る場所や目的などによってさまざまな種類があり、
基剤（ベースとなる成分）に薬の有効成分を混ぜ合わせてつくられ、その基剤の種
類によって効き目や使用感などに大きな違いが出ます。

点眼薬（目薬） ・目に直接つける液体の薬剤です。

坐剤 ・肛門や膣に挿入して使用します。
・食事やほかの薬から受ける影響が少ないため、比較的一定の効き目が期待できます。
・口から薬を飲むことが難しい場合であっても、使用することができます。 
・体温で溶けるものと、水分によって溶け出すものがあります。

剤形 特徴・説明

注射 ・薬の有効成分が直接体内に入るため、錠剤やカプセル剤に比べて少ない量で済
み、効き目が出るのも早いです。

【外用剤】 皮膚、目、口、鼻などに使用する薬剤です。

【注射剤】 注射針を用いて血管や身体の組織に、直接使用する薬剤です。
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　薬を飲むタイミングを間違えると効果が得られないので、正
しく守りましょう。

薬を飲む
タイミング

薬の効き方

タイミング 注意点

食前 食べる20～30分前
薬を飲むことを忘れないように、小さいお子さんの手
が届かない本人や家族の目につきやすい場所に薬
を置いて、服薬の意識づけを行いましょう。

食直前 食べる5～10分前 「いただきます」を言う前に飲みましょう。

食直後
食事を終えてから
5～10分以内

食事を終えてからすぐ飲めるように、食卓に薬を置き
ましょう。

食後
食事を終えてから
30分以内

食事を終えてから30分後ではありません。

食間
食事と食事の間、食事を終え
てから2時間後が目安

食べている途中に手を止めて薬を飲むことではありま
せん。

起床時すぐ 目が覚めてすぐに
食べ物を胃に入れてしまうと薬の吸収が悪くなるので
空腹のまま薬を飲みます。飲んだあと30分は横になら
ないでください。

寝る前 就寝約30分前
薬の効果が現れる時間を確認し、その時間に合わせ
て薬を飲むとよいでしょう。

頓
とんぷく

服
咳、痛みや発熱時など、
症状が出ている時

指示された症状があるときのみの使用にしてください。
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ビール
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薬を飲む時間のイメージ

牛乳

※量が少ないと食道や胃、腸にくっついて
　その場所があれることがあります。

※すべての薬がダメというわけではありませんが、
　ダメなものが多いので服用は避けましょう。
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巡る薬と
肝臓と腎臓

の話
　9ページにもあるように、吸収された薬は小腸から血管を
巡って肝臓に運ばれ、酵素などによって代謝されます。そこで
患部に届くときに効果を発揮しやすい形に変化します。血液は
常に移動しているので、肝臓を通るたびに代謝され、多くは水に
溶けやすい物質に変化していきます。
　腎臓では水に溶けやすい性質に変化した薬はろ過され、尿のなかに排泄されます。
　効果を発揮するために、このような仕組みで薬は患部に届いて身体のなかを巡っていき
ます。肝臓や腎臓の機能が落ちると、通常の量の薬を飲んでも効きすぎたり、副作用が顕著
に現れたりすることがあるので、注意が必要です。

薬の効き方



LL VOL.56 No.2 通巻 第204号 11※かかりつけ薬局にご相談ください。

オーバー
ドーズ　オーバードーズ（過剰摂取）とは、決められた量を超えて

薬をたくさん飲んでしまうことです。かぜ薬や咳止め、痛み止め
などを本来の目的ではなく、孤独や疎外感、あるいは興味本位で、
感覚や気持ちに変化を起こすために大量に服用することを指します。
近年は、「オーバードーズする」「ODする」などと言い、若年化の傾向が
見られ問題になっています。
　かぜ薬、咳止め、痛み止めのなかには使い方を誤れば濫用の恐れのある成分を含む薬が
多くあります。量を増やして服用していくことで、やめられない、服用が止まらない、依存的
使用に陥る人が多くいます。特に市販薬には複数の成分が含まれているため、中毒になっ
た場合、原因がわからず治療がとても難しくなります。オーバードーズは心と身体を傷つけ
る危険な行為です。市販されている薬だから安全ということではありません。

薬の効き方
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（N＝25）
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（図）全国の精神科医療施設における薬物依存症の治療を受けた10代患者の「主たる薬物」の推移 

参考： 令和6年版厚生労働白書『全国の精神科医療施設における薬物依存症の治療を受けた10代患者の「主たる薬物」の推移』（厚生労働省）
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　漢方薬は、草木の根や葉、動物や鉱物、自然界にあるも
のを原料とし、これら原料に備わった力を一つずつ確かめ、そ
の組み合わせでできた処方です。漢方薬は患部が熱ければ
冷まし、冷えていれば温める。足りないものは補い、過剰なも
のは取り除く。このようにして、身体がもつ本来のバランスへと
正常化していきます。

　個人の体質や症状を「証
しょう

」と言い、この証をもとに漢方薬の処方を決定します。同じ訴えで
も証が違えば違う処方が用いられ、違う訴えでも証が同じであれば同じ処方が用いられます。こ
こが西洋薬の対症療法とは違うところです。

漢方薬

薬の効き方

種類 特徴

煎
せんざい

剤 飲む人の状態によって配合する生薬を加減できます。
例として、葛

かっこんとう

根湯は、くずの根を主薬とした七つの生薬が身体を温め症状を
改善します。猪

ちょれいとう

苓湯は主薬の猪苓をはじめ、五つの生薬が尿量を増やし、
悪いものを洗い流す作用があります。

散剤 体内にたまったものを動かして散らします。
例として、当

とうきしゃくやくさん

帰芍薬散は、6種類の生薬の作用で血の流れを良くし、冷えて
弱った身体を温めて症状を改善します。五

ご れ い さ ん

苓散は、五つの生薬で構成され
ており、一時的にたまった身体の余分な水を尿として出します。

丸剤 すりつぶした生薬を蜂蜜で練り固めた丸剤は、体内に入ると時間をかけて
溶けて穏やかに効き目を発揮します。
例として、八

は ち み じ お う が ん

味地黄丸は八つの生薬が泌尿器、生殖器、腎臓の機能低下
によって起こる症状を改善します。
桂
けいしぶくりょう

枝茯苓丸
がん

は、桂枝、茯苓を主薬に5種類の生薬が、停滞した血の流れを
改善する作用があります。

おもな漢方薬の種類
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　漢方薬は、煎剤は湯にして、散剤は散にして、丸剤は丸にして飲むのが本来の飲み方で
す。医療機関では、煮出した生薬エキスを加工し顆粒状にしたものや、同じくエキスを加工し、
圧縮成型した錠剤がおもに処方されます。
　漢方薬の説明書には「食前または食間に服用」と書いてあります。空腹時に漢方薬を
飲むことで食べた物の影響を受けないまま胃や腸に届き、酵素や腸内細菌によって吸収・代
謝されます。このため食後よりも食前または食間の服用のほうが、より効き目が発揮されます。
　一般的に、漢方薬は西洋薬と比べて副作用が少ないと言われていますが、全くないというこ
とではありません。服薬後に違和感を覚えたときや、飲み忘れたときには、漢方薬を処方した医
師やかかりつけの薬局・薬店にご相談ください。

漢方薬の飲み方
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サプリメント

薬の効き方

　日本では健康食品、サプリメントなどは特に定義はありません
が、大きく四つに分類されます。そしてこれらは食品の位置づけに
なります。

　インターネットでも手軽に購入できますが、商品の安全性や自分に適した商品かどうかの判
断は難しくなっています。安易な情報に振り回されず、薬局・薬店に相談してみましょう。

栄養機能食品
1日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）を補給・補完できる食
品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準量含
む食品であれば、届け出も審査も不要です。

機能性表示食品
事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した
食品です。おもな成分に関する情報が消費者庁へ届け出されます
が、特定保健用食品とは異なり個別審査は行われません。

特定保健用食品
（トクホ） 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、

表示されている効果や安全性については商品ごとに国が個別審査
を行い、許可しています。

特別用途食品
乳児の発育や、妊産婦、病者などの健康の保持・回復に適するとい
う特別な用途について表示を行う食品です。国の審査を経て認可さ
れ、認可マークが記載されます。
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人によって
異なる
効き方

　身体の状態には個人差があり、薬の効き方にも影響を
与えます。下記に該当する人は薬を服用する際に注意が必要と
言われますが、なぜでしょうか。

　自己判断は危険です。必ず医師や薬剤師
に聞いて適切な医薬品を使用しましょう。

薬の効き方

　胎児は内臓機能が未熟であ
るため、薬を排出できず悪影響が
出てしまう可能性があります。特に
注意したいのは、胎児の神経や
心臓、身体の器官がつくられる妊
娠4～16週目です。

　肝臓や腎臓の機能が低下し、
薬が体内にとどまる時間が長くな
ります。複数の薬の服用も副作用
リスクが高まるので要注意です。

　ニコチンなどが肝臓の代謝酵
素に影響を与え、薬の効果低下
を引き起こします。薬の効き目が
判別しにくくなるため、普段から
禁煙に努めましょう。

　薬をアルコールで飲むのは避け
ましょう。肝臓でアルコールを分解
するため、薬の代謝が後回しにさ
れて薬の効き方に影響を与えま
す。アルコールの作用が重なって
副作用が強く出ることもあります。

妊婦 高齢者

喫煙

飲酒

　血液に含まれる薬が母乳を通
り、内臓機能が未発達の乳児に
移行してしまうリスクがあります。乳
児に移行しない薬や作用時間が
短い薬などを選び、授乳直後に服
用するなどの工夫が必要です。

授乳中の女性

　薬の代謝に重要な肝臓や腎
臓の機能は15歳ごろまでは未成
熟です。身体が大きくても、飲み
方や薬の選び方は大人と違い、
注意が必要です。

子ども
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A1　絶対にやめてください。薬は治験や研究によって、正しく効能・
効果を発揮し、安全性を担保する量が決められています。自己判断で
倍量飲むことにより、副作用のリスクが高まり、内臓機能に悪影響を与える可能性がありま
す。オーバードーズにも繋がりかねません。用法・用量を守らないと、副作用が出た場合でも
医薬品副作用被害救済制度を受けることができません。

Q1 早く治したいので、
 薬を倍量飲んでもいいですか?

A2　効能・効果は国の審査で認められるものです。単一の薬剤だけでなく組み合わせで認
められるので、同じ効果でも処方（アプローチ）や、使用する原料が変わると値段も変わりま
す。自分に合ったものを選択してください。

Q2 同じ効果があるとされる市販の医薬品でも
 値段が違います。なぜですか?

A3　15歳未満の子どもは内臓機能が未成熟なので、大人と同じ量
を飲ませるのはやめてください。子どもにだけ副作用が出やすい成
分もあります。適用する年齢区分がある薬を選んで正しく飲ませて
ください。

　薬の効き方は人によってさまざまです。相談できる薬局・薬店で
はご家族の体質や既往歴、飲んでいる薬を確認することもありま
す。気になることがあれば専門家に確認しましょう。

Q3 私に効いた市販薬は子ども（10歳の女の子）にも効くはず。
 飲ませてもいいですか?


